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年金に対する不満、不安、疑問が国中に広がっている   



FP  

要 旨  
いまこそ、国民の期待に応える『年金制度の抜本改革』を！t  

「年金制度を抜本的に考える会」提言とりまとめ（要旨）  

現在の年金制度は、′′生活保障′′、′′公平性′′、′′制度の空洞化′‘の観点から大きな問題を絶えている。  

国民の老後生活に対する不安が拡大している中、国民の年金制度への信頼は地に落ちており、納付率の低下のみならず、年金  

制度不イ言そのものが消費マインドを押し下げ、経済低迷の引き金となってしまっているなど、事態は極めて深刻である。  

「年金制度を抜本自別二考える合（以下、本会）」は、昨年10月より、いまこそ取り組むべざ′年金制度の抜本改革′′について、活賂な  

議論を重ねてきた。今般、本会としての提言とりまとめを蚤表する。  

本会は、国民ひヒリひとりの′′自立′′ヒ社会全体の′′共生′′を促すこと、真の′′公平′′を実現する′′簡素′′な制度とすること、厳しい財政へ  

の責任を果たL経済への中立性を確保することを基本理念に、移行措置も含めた新Lい年金制度の構築を目指した。  

具体的な制度としては、以下の3点に集約される。  

1．公平性が高〈、安定的な消費税を財源とL、すべての高齢者が同額（ワ万円／月）受給できる′′最低保障年金‘′  
2．各種制度を統合、現役時における納付額に応じた金額を受給できる′′積立年金′′  

3．夫婦死別後も生活設計を確たるものにする′′遺族年金‘′の充実  

′′最低保障年金′′において、すべての高齢者に7万円／月の給付を行うためには、消費税で9％程度の財源が必要となる。  

しかしながら、これまで各自が負才旦Lていた国民年金保険料を全廃するため、現役世代の家計への影響は平均的な所得の世帯  

で中立的であり、平均より低い世帯にとって負担は従来より軽減されるものと見主仝まれる。さらに、高齢者世代においても、これまで  

の支給水準に消費税引き上げに伴う追加負担分を付加しているので、負担は中立的と見込まれる。  

移行措置とLては、①国民年金保険料の過去負担における公平性を確保するために国民年金積立金を積立年金の原資として  

割り当てる、②現行制度において約束した厚生年金の給付水準を維持するために積立不足の解消を行うなどが必要である。  

なお、行政事務執行組織（社会保険庁）については、国民年金保険料の徴収業務などが不要となる一方、積立年金導入に伴  

う機能追加もあり、大幅な機能および組織の見直Lを行うことが求められる。  

いまこそ、政治がリーダーシップをとって、抜本改革に向けた国民的議論を進めてい〈ことが必要である。  

さらに検討を重ねるべき点も多いが、本会は真に国民のイ言頼に応える′′年金制度の抜本改革′‘の実現に向け、本線言をたたき台と  

して、関イ系各方面への働きかけを含め、積極的に活動を継続していく。   



検討プロセス  

年金制度の′′あるべき姿′′について検討を重ねてきた  

△   

提言とりまとめ  

1111111111 

△  

中間とりまとめ  

州…1t  

●みずほ総研「年金制度の翠題と改革の選択肢」  

● 日本総研「年金改革の論点」  

●財務省「財政および税制の現状と将来（社会保障を中心に）」  

●経済同友会「年金制度改革の提言」室  

●厚生労働省「年金制度の課題と対応」  

●連合「年金制度に対す；る提言」  
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「中間とりまとめ」を材料に各層から意見聴取  

●；国民からの幅広い意見聴取：  

－ インターネットによる意鼻募集  

一 議員による個別ヒアリング等  

●；有識者ヒアリング先からもあらためて   

l  l  

l  
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● 日本経済新聞  

「年金知度改革研究会報告」  

● 日本商工会議所ミ「公的年金改革に関する提言」；  

●事務局「年金制度と家計消費」  

●慶応義塾大学土居教授「年金をめぐる負担とマクロ経済」  

●J橋大学嵩山教授「年金改革と年金運営体制の改革」  

● 日本経団連   

「新しい年金制度の  

議論に向けて」   
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問題意識  

現行年金制度には、′′生活保障′′、′′公平性′′、′′制度の空洞化′′の観点から問題がある  

現行年金制度における主な課題   

I l …将来の受給水準が変動するので、  

、  

者
 
 

厚生年金に加入すべき被用者が国  

民年金に加入してしまっている   

● 事業主の負担増加で未加  

入が拡大、3割が厚生年金  

未加入事業者に  

● マクロ経済スライドによる給  

付額減額のため  

星国民年金には実質的に遺族年金が…  
国民年金における自営業  

の割合は3割、被用者と無  
職が7割  

なの  

▼ 

← 国民年金 －｝← 厚生・共済年金 づト  
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厚生年金全体で、基礎年金不足分  

3号保険者分を負担   

● 3．1兆円／年  

（2005年度実績）  

25年未満の保険料納付者には年：  

室国民年金を40年納めても、皇基底 …  

制度のつなぎあわせを繰り返してき  

たため、そもそもの根本思想が曖  

塵長   

● ′′国民皆年金′′を謳っている  

にも関わらず・・t  

一律定醸の保険料負担は最も逆進  
性が高い仕組み   

● 所得のない学生・失業者に  

は重く、未納になりがち   

● 国民年金保険料：  

一律14140円／月（H19）  

● ′′備えたい人だけが備える”≡   

保険方式にも関わらず・・・室  
l  

l  
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国民の生活における不安や悩みに直結した政策が今こそ必要  
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＋悩みや不  ＋老後の生活設計について  

十自分の健康について  

十家族の健康につし＼て  

感じている  
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‾‾〃‾‾今後の収入や資産の見通：  
0
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しについて  

‘－‾■I←‾現在の収入や資産について  

＋家族の生活（進学、就職、  
結婚など）上の問題につい  

て  

一◆一悩みや不安を  

感じていない  
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制度不信が消費低迷を招き、経済にも悪影響を及ぼしているのが現状  

出所：内閣府「国民生活に関する世論調査」   
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参 考  
小沢民主党案では、財源が全く不十分で、、責任を果たせない  

民主党による′′消費税率そのままで基礎年金財源を全額税にする”方式の問題  

民主党実の問題  

そもそも財源が足りない   

● 対応策として、「支給制限」  
（現役時代の所得水準による／  

未納・未加入にも支給せず）  

を示すも、具体策は不明  

地方の財源となっている消責税収を  

取り上げるのか？   

● 介護などの社会保障に  

すでに使っている現状  

国民に支払うべき  

基礎年金給付額＊  

平成19年度予算ベース、22兆円＝6．6万円（毎月支給額上限）×12か月×2700万人（高齢者人口）、19兆円（じっさいの支給額、加入期間で支給緒はそれぞれ異なるため）  

地方交付税3．2兆円（国の消費税収の29．5％）＋地方消費税（消貴税1％分）2．銅巨円  

7   



根本から年金制度を見直すために、基本理念として′′3つの柱′′を据える  
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！国民福祉の維持と財政再建の両立を狙う   ひとりひとりが老後に備えるよう促す   

● それぞれができる範囲での自助努力  

は求める   

● 現役時代の努力にはきちんと報いる  

制度として設計する  

誰にもわかりやすい制度として再生させる   

● 国民からも、政治家からも見えない・  

わかりにくい制度としてしまったこと  

が数々の不祥事の原因   

制度上の特例や優遇措置を廃することで、  

行政上の裁量を無くした公平な制度を実現   

● 特例や優遇措置は′′不公平′′の温床   

● 行政事務機関の裁量を廃し、行政コ  

ストも最小限に   

● 所得再配分も、年金だけで完結させ  
ず、税制なども含めたパッケージで  

● 高齢化進展で拡大せざるをえない  

社会保障関係の財源を確立、他の  
財源と分別  

一 社会保障財源：  

年金、医療、介護（＋少子化）   

● 社会保障財源の特定により、歳入と  

歳出の関係を透明化   

● 分別した上で、社会保障以外の歳出  

縮減を徹底  

一 財政を改善させる仕組みに   

経済および財政に対する中立性を確保する   
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一                                              ■  

老後を生活していく上での最低限のサポート  

は社会全体が担っていく構造をつくる  

国としての最低限の役割をきちんと  

見極める  

安定財源によるミニマムサポートを  

実現  

′′賦課ノ′ど′積立′′の役割を明確化  

l  I  

l ‡  ●  

l  l  

喜世代間の負担の公平性を実現する  
l  

l  

l  l  

l  l  

し＿＿＿＿  

● 現役世代と高齢者世代のバランス  

l  
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基本理念を制度に  

3つの基本理念に沿えば、あるべき年金制度は3種のタイプ  

l  

：簡素な制度で大枠として公平性を確保  …最低保障年金＋積立年金  

ll 童 ●最低保障年金‥最低限；：●年金独自の徴収機能が不要で行政   

… 度の生活資金を一律に；： コストも最小に l       、                          ll ll  

：：但し、パートナー死別後の生活保障が不  

：≡十分となる場合が発生してし言う  

： 給付  

吾 ●積立年金‥現役時代の  

； 負担に応じた給付  ●死別により世帯単位で最低保障年  ll ll  

；： 金が半分になってしまう  
Il  
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1  

1 ：最低保障年金＋積立年金  

：（同上）＋生活保障  

：●最低保障年金：最低限  

室 度の生活資金より少な  
； めを給付  

：●生活保障：必要な高齢  

： 者に簡易申告で給付  

l  

；基礎部分の圧縮で財政負担削減も可能  

；●但し、基礎部分をどこまで削るかの  

； 判断は難しい l  

l  
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現役時代に納めた  

保険料に応じた受  

給により、高齢者の  

自立も促す  

●各種制度を統  

合し、制度間の   
不公平を解消  

●負担と受給の   

関係も見直し  

老後の生活設計を  

確かにする年金を、  

すべての高齢者が  

受給できる  

●共に支えるた   

め、負担と受給   

の構造を根本   

－ から見直し  

l  

…：●但し、対象拡大は行政の肥大化に  Il  

；簡易申告の行政機能が追加 t  

；●簡易申告対応分のコストアップ  
山＿＿【＿＿＿…＿…JL＿＿…＿  

■
 
 
 

I I I 

：積立年金（同上）＋生活保障＝理論的には財政負担の最小化が可能 l  

l】 … ●積立年金では生活資金：；●現実には、就業率の高いスウェーデ  

： に不足する高齢者に対：： ンでも国庫負担せざるを得ない現状   
要 し、申告に応じて差額を喜…生活保障を担う行政機能の拡充が必要  

t l  I I 

● 所得把握の難しさから、機能拡大は  

童室 より大きくなる可能性大  
Il l】  

I I I I 

ll  



抜本改革のポイント  

選択すべきは㊤をベースに㊤を最小限取り入れた制度   

○－  サ  
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P忘 司 

l  

各種制度を統合、現役時の納 三  ′′最低保障年金′′を全額税財源  

とし、すべての高齢者に同額の  

年金を給付   

● 家計の実態を踏まえた  

給付額   

● 安定財源の消費税を  

充当  

一 但し、完全移行は  

景気・財政の影響  

を勘案  

民年金加入者にも利用可能  
な′′遺族年金′′を  付額に応じた′′積立年金′′に  

I   

● 負担は既存の枠組みを； l  

維持  

（被用者も、事業主も）：  

l  

● 死別後の必要最低限の …                                                l  

生活資金を確保のため  

一 厚生年金等には …  

● これまでに約束した  現存  

● 高齢者の生活保護と統  

合する方向  

● 簡便な所得テストを実   

施、行政機能の拡大を  

最小化   

給付額は維持できるよ  
うに経過期間を設定し、  

移行措置を実施  

l  

l  l  

l   

l  

l   

1  

l  

1  1  

し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」  
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＝■■」■  

新・年金制度＝税財源の最低保障年金＋納付保険料比例の積立年金＋遺族年金  

すべての高齢者に同額の‾最低保障年金‾を支給   

● 月額7万円（現行、国民年金支給額＋消重税負担分）  
一  老後の生活設計維持のため、賃金あるいは物価スライドに（経済実態に応じて）   

● 家計調査によれば、高齢者夫婦世帯の月額支出は13万円程度  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J  ー●■－■■－●■■一一■■■－－－．一■＿■■－＿＿＿‖＿＿＿＿＿＿＿＿＿   

l‾‾‾【‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾   

■
■
■
■
■
－
■
－
■
■
－
■
■
■
■
暮
－
－
●
1
■
■
 」

 
 

財源の安定性を確保するために基礎部分に税財源（消費税）を充当   

● 消費税は、すべての世代が負担、生涯所得との連動性も高く、経済変動に強い税   

● 消費税縫は9％程度（消費税1％＝2．5兆円）   

● 一方で国民年金保険料相当分は廃止（月額14，100円、H19年度水準）   

● 消費税引上げに際しては、食料品について引上げしないなどの配慮が必要  

－ その場合、消費税全体の税率は上記ではすまない／インボイス方式導入も  

各種制度を続合、現役時における納付保険料矧こ応じた〝積立年金〝を受給  
所得水準によらず、任意の積立も可能な積立方式に移行   

－ とくに、現行制度の1号、3号保険者の自立を促すことが可能に  

「平均寿命を生きれば、各自が納付した積立保険料を受給できる」のが基本的な枠組み   

一 長生きのリスクは国が全体の資金をコントロールしてサポート  

ひとりひとりの口座ごとに個別に運用する方式に（401Kのように）   

●  

●
 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J  

積立部分に相当する事業主の負担は継続し、被用者の保険料と共に積み立てる   

● 事業主による納付は被用者個人の積立保険料口座に名寄せ   

● 事業主負担のない非被用者（事業主・農家など）を含めて拠出保険料を非課税とする  

現行の国民保険料相当分については雇用税（仮称）の形で継続、当面は移行措置の財源に  
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

「
■
■
－
一
t
■
．
．
＝
．
．
■
■
■
■
■
■
■
」
 
 
 

国民年金加入者に対して、使える”遺族年金”を創設   

● 死別後の必要最低限の生活資金を確保のために′′＋数万円／月′′を給付  

高齢者に対する生活保護制度（5000億円／年の財政負担）と統合が可能に   

● 死別遺族に対象を限定して簡便な所得テストにて実施、行政機能の拡大を最小化  
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新制度・全体像  

国民からの視点  何が変わるのか？：国民ひとりひとりにとっての′′負担′′ど′給付〝  

最低保障年金アップ、7万円／月に   

● （現状）平均：5．3万円  

40年満期：6，6万円   

● 平均世帯（夫婦二人）：  

48万円／年の給付増  
40年満期（夫婦二人）：  

10万円／年の給付増  

消費税＋7％   

● 140万円／年・  

消費性向  

100％  

↓  

10万円／年  
の負担増  

消費税＋7％  

（現行水準からの上げ幅）   

● 所得400万円／年・消費性向90％  

⇒ 25万円／′年の負担増  

移行期問は過去制度において約束した給  

付を維持  

積立年金移行後の給付は納付実績による  

積立保険料は横ばい   

● 各自の判断で積立保険料を増や  
すことも可能に（特に1号、3号）  

国民年金保険料 －14．100円  

（H19年度、月額、一人あたり）   

● すべての年金加入者において減額   

● 世帯では夫婦2人として  

⇒ 34万円／年の負担減  

消貴税の負担増はあるも、最低保障年金アップでカバー   

● 40年満期納付世帯でも消責税引き上げ分を  
カバーすることが可能に  

但し、高齢者世代でも所得が高い場合は負担増に   

世帯所得の水準によって、プラスマイナスが異なる   

● 所得540万円／年がブレークイーブン  

（消費性向を90％とした場合）   

● 家計所得540万円以上で負担増（＋）  

家計所得540万円以下の負担減（一） ／  
叫仙……仙．… 
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rヽ丁  

新制度・全体像  

行政組織の改革  何が変わるのか？：年金行政事務執行機関（社会保険庁）  

一
 
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
－
t
一
－
t
．
二
．
．
一
．
－
■
一
■
－
■
●
■
■
■
■
■
■
－
●
－
－
．
．
．
．
■
一
一
t
L
 
 

国民年金保険料の徴収業務   

● 職員2，500人＋臨時職員4，700人、650億円／年の経責縮減が  
可能に   

国民年金（基礎年金）納付記録の管理業務   

● すべての高齢者に一律の最低保障年金給付を行うため、  
過去記録の管理そのものは不要に  

社会保険庁  
■●●t■■t t■■  
l■●■●■I■■■  

■●■■■■■■  
■●■■■●■■  
■■■■l■l■■●  
■＝■■■l■■t■t■  
tlt■■l■l■■】□l「  

由■t＝■■l田口匂  
■血＝■■l■■■ldl  

●  

－
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■
 
 

l■■－－‾‾●‾‾■■‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

暮  

夫婦死別遺族に対する簡易所得テストの実施＋遺族年金給付業務   

● 従来の高齢者に対する生活保護給付業務と統合すれば、  
行政全体のコスト負担は変わらず  

積立年金の記録管理、運用環境整備業務   
● 運用のためのガイドラインやメニュー（401kめような）   

● 力のある運用機関のラインナップ  

ー 競争を通じて、より高い運用力を引き出す  

3
 
 



′′最低保障年金′′はすべての高齢者に一律7万円／月を給付  

‾「1   
1   

1   】   
l   

1   

1   

1   l  

「最低保障年金全額税方式＋一律給付」移行によって、国民年金積立  
金は不要に   

●10兆円（H16年度末残高）  

老後を生活していく上での最低限  

のサポートと位置付け  

童 ● 高齢者の生活の実態と  
消費税の負担増を踏まえ  

た水準   

一 高齢者夫婦世帯の  
生活資金は  

13万円／月  
（家計調査より）  

新制度移行において、国民年金保険料の過去負担に対する公平性の  
確保は不可欠   

● ′′まったく払っていない人と同じ年金水準は納得できない。 
′′  

国民年金積立金残高を上限に、保険金の納付状況に応じた分配を行う   

● 旧国民年金加入者の2階部分の積立年金原資に繰り入れ  

l  t  

ぎ ● 死別後の単身者には、別  
途、′′遺族年金′′で対応  

≡ ● 納付月数に応じて割り当て  
l  

1  

1  l  

l  

l  t  

l  

l  

l  ，  

I  

■．■．＿＿＿＿＿＿＿＿．■＿＿＿＿＿＿＿■＿－＿＿－－－●■●・■■一－■■●■■■■－▼－－－－－－－－－－・－－－－－－■■－■  
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′′最低保障年金〝をどのように税財源にしていくか？  

財準  

すべての国民にとって公平な消費税で賄う   

● 消費税は、すべての世代に課税さ  

れ、所得水準との連関性も高い税制   

● 社会保障財源への限定を明らかに  

し、′′必要な社会保障水準の維持′′と  

〝財政再建”を両立  

現行の基礎部分の水準（40年加入、満額）を  

維持するならば、21兆円以上の財源が必要  

年金制度だけによる所得再分配は、制度の  

複雑化を招くため、国民にとって共通の税と  

財政による形を志向すべき   

● 所得制限を行わず、まずは一律支給  

一  高額所得者に対する措置  

× 年金支給の減額  

○ 年金以外の所得も含めた  

所得税による税徴収   

● 消費税の逆進性も全体で調整  

一 低所得者に対する財政措置  

を別途検討することで逆進性  

を回避  

一 一方で、生活必需品に対する  

非課税枠の検討も  

そのためにも、所得把握のための仕組みづ  

くりをしっかり進めることが必要に   

段階的な措置としては、これまで行ってきた  

国庫負担の割合を引き上げる措置をさらに  

進めるのもーつの手  

国庫負担の割合の推移   

2
 
 
 
 
3
 
 

／
 
 
 
 
／
 
 

0
 
 この支給総額を消費税の税率に換算すると  

9％程度の水準   

● 消費税1％＝2．5兆円の前提  

H16  日21   

移行に伴い不要となる積立金の活用も可能  
（詳細は次ページ）  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J  
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基本設計の原則は「現役時代に積み立てた保険料を老後にきちんと返す」  

2階部分に関する基本的な枠組み  

●  「
－
■
●
－
■
■
■
■
■
■
－
■
■
■
■
－
■
■
－
t
一
－
－
■
■
■
■
－
■
－
－
■
－
－
－
■
－
■
－
■
■
■
■
■
■
－
■
■
●
■
■
．
．
二
．
．
■
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H
 
 
 

現行の厚生年金給付水準は′′現役月収×1／2′′   

● 基礎年金部分を含む全体の給付水準   

●1973年の制度改正以降、現役世代の平均  
税込月収をベースに決定されることに  

－1973年改正：×60％以上  

一引き下げ  

－ 2004年改正二 ×50％以上  

保険料納付期間  年金給付期間   

毎月納めてきた保険料の2．35倍の年金を給付   

≪毎月10，000円納付 ⇒ 23，500円の給付≫  
（簡便な計算。年金数理や運用も含めた詳細な再計算が必要）  

1  

し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿．．．．．＿＿＿  

平均寿命を超えたとしても、全体の配分調整によって、最期まで給付水準を維持  

注二 新・年金制度にある′′82歳′′は厚生労働省による平成18年の平均余命（0歳）の男性（79．00歳）と女性（85．81歳）の単純平均  
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経過措置として、厚生年金では、従来制度で約束した給付水準を維持  

移行期間  

経過措置  厚生年金における′′過去′′の徴収・給付の実績／′′現在′′の積立金／′′将来′′の給付債務  

（兆円）  

「
b
藍
董
喜
蔓
－
謎
 
 
 

徴収済み  

保険料  

の累計  

残余の  国庫負担   

積立金  （基礎部分  

（含、運用益） に税を充当）  

I l  

要積立不足萱   給付債務   

注：平成16年度末数値、′′将来”分の「国庫負担」は基礎部分を全鎖国庫負担する場合を想定  
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積立不足には既存の枠組み維持を含めた財源の詳細検討が必要  

移行期問  

経過措置  

6～7兆円／年の財源確保が求められる  

● すべての既存加入者が納付を終える′′40年′′をかけて移行していくの  

が適当  

● じっさいには、積み立てるというよりも、毎年の2階部分の給付に充て  

ていくというのが実態   

毎年の財源には、既存の枠組み維持も含め、幅広い検討と詳細化を進めてい  
くことが必要に  

● 既存の事業者負担の継続  

－ ′′雇用税′′として、支払給与総額に対して課税するなどによっ  
て課税ベースの広がりも可能に  

● 高額所得高齢者に対する所得課税強化  

一 公的年金控除の廃止・縮小も  

● 給付開始年齢の引き上げ  

－ 1年で1兆円程度の財源確保が可能に  

一 諸外国と比べれば、我が国の給付開始年齢は早いものの、  

退職年齢の引き上げなどの環境整備を同時に図るのが必須  

● 相続時に未使用年金を精算  

一 年金専用口座などのインフラ整備が必要   

そもそも、未払給付債務740兆円を経済状況に応じ、不断に見直すことも重要  

● マクロ経済スライドの厳格運用  

●  
●  

●  

●  
●  

●  
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F」－  

新しい時代の要請、国民の期待と信頼に応える年金制度構築のために  

いまこそ、年金制度の抜本改革を＝  

制度設計当初は見込むことができなかった′′少子高齢化の進展′′、′′雇用の流動化′′、′′家族のカタチの変化′′など  

の環境変化もあって、現在の年金制度は、′′時代の要請、国民の期待と信頼に応えられないものとなっている。  

いまこそ、各種の環境変化に応じた年金制度の抜本改革が必要である。  

我々の”漫瑚  

半年に及ぶ検討によって、′′あるべき制度改革の骨格′′および′′検討すべき政策論点′′を明らかにすることはできた。  

しかしながら、制度の具体化には、さらに幅広〈い観点から検討を重ねてい〈ことが不可欠である。  

国民に最も関心の高い消費税率水準（複数税率の導入、地方分を含む消費税そのものの枠組みの見直しなど）  

や移行措置をはじめとした「財源の具体化」  、定年の延長なども含めて制度の前提となる「高齢者雇用・社会参  

加の推進」、   制度運営にあたって不可欠となる「社会保障番  号制度の導入」、  医療や介護などの「社会保障政  

策全体との整合性の確保」  、そして何より制度の大前提となる「経済成長および   財政再建との両立」など、多くの  
課題が積み残されている。  

政治がリーダーシップを発拝し、年坤引こ向けた国民的議論の集約を！！  

年金制度は国民にとって最も身近で不可欠な制度であり、幅広い意見を取り入れることが重要である。  

一方で、制度設計そのものを政争の具とすることは国民の信頼を裏切ることであり、まさに政治がリーダーシップを  

とって、国民の総意を踏まえた制度の扱本改革を進めてい〈ことが求められている。  

本提言をひとつのたたき台として、関係各方面への働きかけを含め、我々は国民の信頼と期待に応える年金制度  

の扱本改革を進めてい〈。  
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る
。
貿
易
収
支
も
九
兆
円
の
黒
 
 

字
だ
り
 
 
 

勤
勉
で
優
秀
な
国
民
、
安
全
な
社
会
、
高
 
 

い
技
術
力
を
待
っ
た
企
業
。
ど
れ
を
見
て
も
、
 
 

這
馳
が
安
心
を
取
旦
属
す
麻
生
プ
番
誕
茫
撃
 
 

消
費
税
を
摘
㌔
㌧
ド
ト
㌻
モ
 
 

基
礎
年
金
を
全
額
税
負
担
臆
じ
よ
う
 
 

世
界
て
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
だ
。
後
述
す
る
が
、
 
 

日
本
に
は
、
発
想
を
転
換
す
れ
ば
明
る
い
未
 
 

来
が
あ
る
。
 
 
 

考
え
て
み
れ
ば
、
「
気
」
と
い
う
字
の
つ
 
 

く
言
葉
に
は
、
文
字
通
り
気
分
に
左
右
さ
れ
 
 

や
す
い
も
の
が
多
い
。
元
気
、
病
気
、
景
気
、
 
 

本
気
…
…
。
ど
れ
も
そ
う
だ
。
時
代
は
い
よ
 
 

い
よ
デ
フ
レ
脱
却
の
最
終
の
入
り
口
に
立
っ
 
 

て
い
る
の
に
、
も
う
ひ
と
つ
国
民
の
限
が
未
 
 

来
へ
と
向
か
っ
て
い
な
い
の
は
「
気
」
が
足
 
 

り
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
私
は
、
日
本
人
 
 

の
「
気
持
ち
」
の
持
ち
方
を
切
り
替
え
な
け
 
 

れ
ば
い
け
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
 
 
 

そ
れ
が
今
の
政
治
の
最
大
の
仕
事
な
の
だ
。
 
 

消
費
税
増
税
で
 
 
 

基
礎
年
金
を
全
額
税
負
担
に
 
 

こ
の
一
〇
年
余
、
バ
ブ
ル
崩
壊
、
デ
フ
レ
 
 

不
況
を
経
験
し
て
、
国
民
に
は
経
済
に
対
す
 
 

る
不
安
と
政
府
に
対
す
る
不
信
と
が
蔓
延
し
 
 

た
。
不
安
と
不
信
は
不
満
と
違
い
、
エ
ネ
ル
 
 

ギ
ー
を
生
み
出
さ
な
い
。
古
い
政
治
に
対
す
 
 

る
国
民
の
不
満
を
吸
い
上
げ
て
構
造
改
革
を
 
 

進
め
た
小
泉
政
権
は
、
確
か
に
時
代
の
子
で
 
 

は
あ
っ
た
が
、
今
や
不
安
と
不
信
を
解
消
し
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
で
あ
る
。
破
壊
よ
 
 

り
も
建
設
の
政
治
が
必
要
な
の
だ
。
そ
し
て
、
 
 

国
民
に
と
っ
て
最
大
の
先
行
き
不
安
は
何
か
 
 

と
言
え
ば
、
老
後
の
備
え
で
あ
る
年
金
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

社
会
保
険
庁
の
杜
撰
な
加
入
記
録
の
管
理
 
 

問
題
。
年
金
保
険
料
を
流
用
し
て
作
っ
た
福
 
 

祉
施
設
が
ほ
と
ん
ど
無
駄
な
投
資
と
な
っ
た
 
 

こ
と
へ
の
批
判
。
百
歳
の
高
齢
者
が
「
老
後
 
 

の
た
め
に
」
と
せ
っ
せ
と
貯
金
し
て
い
る
と
 
 

い
う
。
現
行
の
年
金
制
度
を
信
用
で
き
ず
、
 
 

将
来
へ
の
不
安
に
苛
ま
れ
る
人
が
い
か
に
多
 
 

い
か
を
示
す
証
左
と
言
え
る
。
 
 
 

政
府
が
ど
ん
な
に
「
一
〇
〇
年
安
心
」
と
 
 

謳
っ
て
も
、
自
戒
を
込
め
て
言
え
ば
、
も
は
 
 

や
信
用
す
る
人
は
誰
も
い
な
い
の
だ
。
年
金
 
 

制
度
は
ま
さ
に
「
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
」
に
陥
 
 

っ
て
い
る
。
 
 
 

国
民
に
安
心
を
与
え
る
の
が
政
治
の
責
任
 
 

だ
ひ
抜
本
改
革
し
か
、
国
民
の
信
締
を
取
り
 
 

戻
す
術
は
な
い
。
 
 

と
て
つ
も
な
い
力
が
あ
る
こ
の
国
を
、
今
、
 
 

根
拠
の
な
い
不
安
と
閉
塞
感
が
覆
っ
て
い
る
。
 
 

安
心
を
取
り
戻
す
の
は
本
来
、
政
治
の
仕
事
 
 

だ
が
、
ど
う
も
動
き
が
鈍
い
。
 
 
 

私
な
ら
、
消
費
税
を
上
げ
て
年
金
を
確
実
 
 

に
保
障
す
る
。
か
ね
じ
れ
″
で
国
会
が
動
か
 
 

な
い
…
…
な
ど
と
悠
長
な
こ
と
は
言
っ
て
い
 
 

ら
れ
な
い
。
与
野
党
で
現
実
的
な
議
論
を
始
 
 

め
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
ず
は
「
年
金
」
か
ら
 
 

打
開
策
を
探
す
の
は
ど
う
だ
。
 
 

麻
生
太
郎
／
衆
議
院
議
員
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在
、
国
民
年
金
で
月
一
万
四
〇
〇
〇
円
程
度
 
 

の
保
険
料
負
担
は
な
く
な
る
。
こ
れ
で
、
将
 
 

来
の
無
年
金
の
解
消
も
可
能
に
な
る
。
無
年
 
 

金
者
の
問
題
は
、
保
険
料
を
支
払
わ
な
か
っ
 
 

た
人
の
自
己
責
任
の
問
題
だ
と
い
う
主
張
も
 
 

あ
る
が
、
無
年
金
者
は
結
局
、
生
活
保
護
の
 
 

対
象
と
な
る
可
能
性
が
高
く
、
最
後
は
税
金
 
 

を
投
入
す
る
羽
目
に
な
る
。
 
 
 

消
費
税
は
五
％
上
が
る
。
一
方
で
サ
ラ
リ
 
 

ー
マ
ン
は
基
礎
年
金
保
険
料
を
支
払
わ
な
く
 
 

て
済
む
よ
う
に
な
れ
ば
、
消
費
が
大
き
く
冷
 
 

え
込
む
こ
と
は
な
い
と
私
は
確
信
す
る
。
食
 
 

料
品
な
ど
の
生
活
必
需
品
の
税
率
を
低
く
抑
 
 

私
は
こ
こ
で
そ
の
改
革
案
を
提
言
し
．
た
い
。
 
 
 

問
題
は
二
つ
あ
る
。
 
 

一
つ
は
、
杜
撰
な
加
入
記
録
。
 
 
 

l
つ
は
、
破
綻
し
て
い
る
年
金
財
政
だ
。
 
 
 

加
入
記
録
に
つ
い
て
は
、
私
は
「
信
用
が
 
 

回
復
す
る
ま
で
、
毎
年
全
員
に
記
録
を
送
 
 

る
」
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。
税
金
だ
っ
た
 
 

ら
、
毎
年
通
知
書
が
来
る
。
自
分
が
納
め
た
 
 

年
金
が
い
く
ら
に
な
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
 
 

加
入
者
に
お
知
ら
せ
す
る
の
は
、
預
か
っ
て
 
 

い
る
国
の
責
任
だ
ろ
う
。
 
 

も
う
l
つ
は
、
財
政
問
題
だ
。
年
金
不
信
 
 

で
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
は
六
割
程
度
 
 

え
る
軽
減
税
率
の
導
入
も
検
討
す
べ
き
だ
ろ
 
 

う
。
も
ち
ろ
ん
、
一
〇
％
ま
で
の
道
の
り
は
 
 

段
階
的
に
進
め
る
べ
き
だ
。
 
 

税
負
担
に
よ
る
不
公
平
は
解
消
可
能
 
 

全
額
税
方
式
で
は
、
す
べ
て
の
高
齢
者
に
 
 

同
額
の
給
付
を
行
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
 
 

れ
ま
で
保
険
料
を
負
担
し
て
き
た
人
と
、
支
 
 

払
っ
て
こ
な
か
っ
た
人
の
公
平
性
を
い
か
に
 
 

担
保
す
る
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
間
題
は
、
こ
れ
ま
で
支
払
 
 

っ
た
人
の
分
は
そ
れ
を
記
録
し
、
そ
れ
に
応
 
 

じ
た
金
額
を
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
分
と
し
て
支
 
 

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
「
国
民
皆
年
金
」
と
 
 

い
う
謳
い
文
句
は
、
も
は
や
死
語
だ
。
学
生
 
 

や
失
業
者
に
も
一
律
定
額
の
保
険
料
の
負
担
 
 

を
求
め
る
の
は
、
酷
で
あ
り
、
未
納
問
題
の
 
 

解
消
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 
 

保
険
料
納
付
が
二
五
年
に
満
た
な
い
場
合
 
 

に
は
、
年
金
が
全
く
支
給
さ
れ
な
い
仕
組
み
 
 

も
、
理
解
し
が
た
い
。
 
 
 

将
来
の
給
付
に
対
す
る
不
安
が
納
付
率
を
 
 

引
き
下
げ
、
こ
れ
を
繕
う
た
め
に
制
度
を
無
 
 

理
矢
理
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
き
た
の
が
実
態
な
 
 

の
だ
。
 
 
 

団
塊
の
世
代
が
就
職
し
た
時
、
給
料
の
心
 
 

あそうたろう1940年福岡県生まれ。  
学習院大学政経学部卒鼠73年麻生セ  
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給
す
る
こ
と
で
ク
リ
ア
す
べ
き
だ
ろ
う
。
今
 
 

ま
で
徴
収
し
て
お
い
て
、
「
は
い
、
制
度
が
 
 

変
わ
り
ま
し
た
か
ら
」
と
既
存
徴
収
分
を
無
 
 

視
す
る
の
で
は
、
あ
ま
り
に
も
理
不
尽
だ
。
 
 
 

全
額
税
方
式
は
こ
れ
か
ら
の
分
と
し
、
こ
 
 

れ
ま
で
の
分
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
。
こ
れ
 
 

ま
で
納
め
た
人
と
納
め
な
か
っ
た
人
と
の
不
 
 

公
平
は
生
じ
な
い
。
 
 
 

増
税
と
言
う
と
、
直
ち
に
拒
否
反
応
を
示
 
 

す
人
も
い
る
。
誰
だ
っ
て
、
税
金
が
増
え
る
 
 

の
は
い
や
だ
。
し
か
し
、
こ
の
税
金
は
年
金
 
 

と
し
て
み
ん
な
に
返
っ
て
く
る
。
い
わ
ば
預
 
 

か
り
金
だ
。
そ
こ
を
政
治
が
き
ち
ん
と
責
任
 
 

を
持
て
ば
、
必
ず
国
民
の
安
心
に
つ
な
が
る
 
 

と
確
信
す
る
。
 
 
 

国
民
の
預
か
り
金
を
杜
撰
に
取
り
扱
っ
た
 
 

社
会
保
険
庁
の
愚
は
二
度
と
政
治
が
許
さ
な
 
 

い
。
私
は
宙
に
浮
い
た
年
金
問
題
で
民
主
党
 
 

が
作
っ
た
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
う
考
え
 
 

方
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
 
 

も
っ
と
大
き
な
意
味
で
あ
り
、
与
野
党
の
垣
 
 

根
を
越
え
て
国
会
全
体
で
年
金
の
頼
り
扱
い
 
 

を
監
視
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
 
 

配
は
し
た
と
し
て
も
、
自
分
の
年
金
の
心
配
 
 

を
し
た
人
は
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
戦
後
の
 
 

復
興
、
経
済
成
長
が
あ
り
、
労
働
者
八
人
で
 
 

一
人
の
高
齢
者
福
祉
を
支
え
る
こ
と
を
前
提
 
 

に
作
ら
れ
た
年
金
制
度
が
、
二
十
一
世
紀
の
 
 

少
子
高
齢
化
社
会
に
対
応
で
き
な
い
の
は
、
 
 

至
撞
当
然
と
も
言
え
る
。
 
 
 

だ
か
ら
私
は
こ
の
際
、
基
礎
年
金
の
運
営
 
 

を
保
険
料
方
式
か
ら
全
額
税
方
式
に
改
め
る
 
 

べ
き
だ
と
提
案
す
る
。
税
負
担
の
財
源
に
は
、
 
 

消
費
税
を
増
税
し
て
充
当
す
る
こ
と
と
し
た
 
 

。
 
 
 

例
え
ば
、
具
体
的
な
消
費
税
率
を
一
〇
％
 
 

と
す
れ
ば
、
五
％
の
増
税
分
で
約
一
三
兆
円
 
 

の
財
源
が
で
き
る
。
 
 

「
消
費
税
一
〇
％
」
と
は
穏
や
か
な
話
で
は
 
 

な
い
。
「
麻
生
は
い
つ
か
ら
財
政
再
建
原
理
 
 

主
義
者
に
な
っ
た
ん
だ
？
」
と
い
う
声
も
聞
 
 

こ
え
て
き
そ
う
だ
が
、
私
は
財
政
再
建
の
立
 
 

場
か
ら
の
み
消
費
税
増
税
を
訴
え
る
つ
も
り
 
 

は
な
い
。
 
 
 

む
し
ろ
、
基
礎
年
金
を
全
額
税
方
式
に
す
 
 

る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
に
日
を
向
け
よ
う
。
現
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麻
生
が
増
税
を
打
ち
出
す
と
、
国
民
の
皆
 
 

さ
ん
か
ら
総
ス
カ
ン
を
食
ら
う
か
も
し
れ
な
 
 

い
亡
し
か
し
、
責
任
あ
る
政
治
を
す
る
た
め
 
 

に
、
安
心
で
き
る
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
 
 

避
け
て
通
れ
な
い
道
だ
。
未
来
へ
の
投
資
、
 
 

安
心
の
た
め
の
投
資
だ
と
考
え
て
ほ
し
い
。
 
 

ど
こ
か
ら
も
、
財
源
は
降
っ
て
こ
な
■
い
の
だ
 
 

か
ら
。
 
 

企
業
負
担
軽
減
分
は
賃
上
げ
に
 
 
 

厚
生
年
金
は
事
業
主
が
基
礎
年
金
の
保
険
 
 

料
の
半
額
を
負
担
し
て
い
る
が
、
全
額
税
方
 
 

式
に
す
る
と
、
こ
れ
も
ゼ
ロ
と
な
る
。
す
る
 
 

と
、
企
業
の
負
担
が
減
る
こ
と
に
文
句
を
言
 
 

う
人
が
出
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
企
業
は
厚
 
 

生
年
金
の
負
担
軽
減
分
を
、
従
業
員
の
給
料
 
 

に
還
元
す
べ
き
だ
。
 
 
 

給
料
が
上
が
れ
ば
、
た
と
え
消
費
税
が
上
 
 

が
っ
て
も
、
モ
ノ
を
買
お
う
と
い
う
「
気
」
 
が
起
き
て
 

く
る
は
ず
だ
。
こ
れ
ま
で
保
険
料
 
 

と
企
業
負
担
と
一
公
賓
で
賄
っ
て
い
た
年
金
財
 
 

源
を
、
広
く
薄
く
消
費
税
に
振
り
替
え
る
。
 
 

全
体
で
見
た
ら
、
国
民
全
体
の
負
担
が
増
え
 
 

れ
が
デ
フ
レ
不
況
だ
。
 
 
 

よ
う
や
く
企
業
が
債
務
を
返
済
し
終
わ
り
、
 
 

利
益
が
出
始
め
た
の
が
、
一
昨
年
あ
た
り
か
 
 

ら
だ
。
し
か
し
、
経
営
者
は
先
行
き
に
関
し
 
 

て
不
安
が
い
っ
ぱ
い
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
 
 

あ
と
一
歩
、
企
業
の
背
中
を
後
押
し
す
る
政
 
 

策
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
政
府
は
、
経
営
 
 

者
に
再
び
攻
勢
、
未
来
へ
眼
を
向
け
る
 
 

「
気
」
を
起
こ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 
 

だ
。
 
 

企
業
は
賃
上
げ
と
正
規
一
層
用
を
 
 

企
業
の
利
益
の
う
ち
、
ど
れ
だ
け
労
働
者
 
 

が
報
酬
と
し
て
受
け
取
っ
た
か
を
示
す
「
労
 
 

働
分
配
率
」
は
二
〇
〇
五
年
度
で
七
〇
・
六
 
 

％
と
、
四
年
前
に
比
べ
て
三
こ
ハ
ポ
イ
ン
ト
 
 

低
下
し
て
い
る
。
 
 
 

二
〇
〇
六
年
の
日
本
の
一
人
あ
た
り
の
名
 
 

目
凰
内
総
生
産
（
G
D
P
）
は
、
前
年
比
 
 

四
・
〇
％
滅
の
三
万
四
二
五
二
ド
ル
で
、
経
 
 

済
協
力
開
発
機
構
（
O
E
C
D
）
三
〇
カ
国
 
 

中
二
八
位
だ
。
．
一
九
九
三
年
の
二
位
を
ピ
ー
 
 

ク
に
下
落
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
 
 

る
わ
け
で
は
な
い
。
所
得
の
低
い
人
も
多
い
 
 

人
も
定
額
だ
っ
た
も
の
が
、
消
費
の
多
い
人
 
 

す
な
わ
ち
金
持
ち
ほ
ど
多
く
負
担
す
る
こ
と
 
 

に
な
る
。
こ
の
点
で
も
、
公
平
だ
。
 
 
 

消
費
税
増
税
に
よ
る
基
礎
年
金
の
全
額
税
 
 

方
式
へ
の
移
行
と
、
景
気
を
上
向
か
せ
る
こ
 
 

と
を
同
時
に
追
求
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
、
 
 

一
見
、
極
論
の
よ
う
に
も
見
、
ろ
る
が
、
実
は
 
 

国
民
に
安
心
を
与
、
え
、
企
業
の
業
績
を
伸
ば
 
 

し
、
日
本
経
済
に
明
る
い
「
気
」
を
取
り
戻
 
 

す
方
法
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
い
る
。
 
 

経
済
は
立
ち
直
り
つ
つ
あ
る
、
 
 
 

〝
背
中
〟
を
押
せ
ば
い
い
 
 
 

そ
も
そ
も
の
背
景
に
は
、
戦
後
我
々
が
経
 
 

験
し
た
こ
と
の
な
い
デ
フ
レ
不
況
と
い
う
過
 
 

去
が
大
き
く
横
た
わ
っ
て
い
る
。
 
 
 

バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
土
地
の
値
段
は
不
必
要
 
 

な
ま
で
に
下
が
り
、
日
本
の
〝
土
地
本
位
 
 

制
〟
の
信
用
社
会
は
吹
っ
飛
ん
だ
。
土
地
を
 
 

担
保
に
金
融
機
関
か
ら
借
金
を
し
て
い
た
企
 
 

業
は
、
一
斉
に
担
保
不
足
に
陥
っ
た
。
 
 
 

銀
行
も
、
担
保
不
足
の
状
況
を
継
続
す
れ
 
 

低
す
ぎ
る
。
G
D
P
が
伸
び
な
い
の
は
、
個
 
 

人
消
費
の
低
迷
の
た
め
だ
。
 
 
 

私
は
こ
こ
数
年
、
日
本
経
団
連
の
幹
部
と
 
 

詰
を
す
る
時
、
「
春
闘
対
策
で
給
料
を
抑
え
 
 

る
時
代
は
終
わ
っ
た
。
給
料
を
増
や
し
て
消
 
 

費
を
刺
激
す
る
時
だ
」
と
言
い
続
け
て
き
た
。
 
 

経
団
連
の
御
手
洗
富
士
夫
会
長
が
最
近
、
賃
 
 

上
げ
の
必
要
性
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
 
 

こ
と
は
、
「
我
が
意
を
得
た
り
」
 
で
あ
る
。
 
 
 

個
人
の
収
入
の
安
定
は
少
子
化
対
策
に
も
 
 

通
じ
て
い
る
。
 
 
 

私
の
選
挙
区
福
岡
果
宮
著
市
と
い
う
と
こ
 
 

ろ
に
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
の
関
連
会
社
「
ト
ヨ
 
 

タ
自
動
車
九
州
」
と
い
う
ト
ヨ
タ
の
団
内
最
 
 

大
規
模
の
工
場
が
あ
る
。
 
 
 

数
年
前
、
こ
の
会
社
が
従
業
員
を
増
や
す
 
 

と
聞
き
、
私
は
張
富
士
夫
ト
ヨ
タ
自
動
車
会
 
 

長
に
非
正
規
社
員
で
は
な
く
、
正
規
社
員
の
 
 

採
用
を
お
願
い
し
た
。
 
 
 

そ
し
て
、
工
場
は
二
年
間
で
約
一
〇
〇
〇
 
 

人
を
社
員
と
し
て
探
周
し
た
。
そ
の
結
果
、
 
 

宮
若
市
で
結
婚
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
。
 
 
 

日
本
の
合
計
特
殊
出
生
率
（
一
人
の
女
性
 
 

配
る
社
会
保
険
庁
の
幹
部
ら
（
共
同
）
 
 

ば
、
不
良
債
権
と
し
て
計
上
さ
れ
、
金
融
庁
 
 

か
ら
文
句
を
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
貸
し
渋
り
、
 
 

貸
し
剥
が
し
が
横
行
し
た
。
 
 
 

戦
後
、
経
営
者
は
モ
ノ
が
売
れ
な
い
時
、
 
 

「
も
っ
と
売
れ
」
と
言
っ
て
、
今
ま
で
の
不
 
 

況
を
乗
り
切
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
デ
フ
レ
 
 

下
で
は
、
モ
ノ
の
値
投
が
下
が
っ
て
い
る
た
 
 

め
、
同
じ
量
を
売
っ
て
も
売
り
上
げ
は
減
少
 
 

す
る
。
売
り
上
げ
を
伸
ば
す
に
は
生
産
量
を
 
 

増
や
す
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
設
備
 
 

投
資
等
の
資
金
繰
り
は
つ
か
な
い
。
結
局
、
 
 

黒
字
で
も
倒
産
す
る
企
業
が
相
次
い
だ
。
こ
 
 

が
一
生
の
間
に
産
む
子
供
の
数
の
推
計
値
）
は
 
 

一
二
二
人
台
で
低
迷
し
て
い
る
が
、
結
婚
し
 
 

た
女
性
だ
け
を
見
た
場
合
、
二
。
○
人
以
上
 
 

だ
。
 
 
 

収
入
が
安
定
す
れ
ば
、
結
婚
し
て
生
活
も
 
 

安
定
さ
せ
よ
う
と
い
う
「
気
」
も
起
こ
っ
て
 
 

く
る
。
さ
ら
に
、
女
性
が
子
供
を
産
ん
で
く
 
 

れ
れ
ば
…
…
。
私
は
、
宮
若
市
の
人
口
が
こ
 
 

れ
か
ら
大
き
く
増
加
す
る
の
で
は
な
い
か
と
 
 

期
待
し
て
い
る
。
事
実
、
福
岡
県
の
出
生
増
 
 

加
率
は
、
昨
年
、
日
本
一
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

企
業
が
生
き
残
り
を
か
け
て
、
経
費
削
減
 
 

に
努
め
て
い
る
の
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
日
 
 

本
社
会
が
疲
弊
し
て
は
、
結
局
、
企
業
は
成
 
 

り
立
た
な
い
。
ま
さ
に
企
業
が
未
来
へ
眼
を
 
 

向
け
る
べ
き
時
な
の
だ
。
経
営
者
に
は
、
社
 
 

会
的
責
任
を
強
く
求
め
た
い
。
そ
れ
は
第
一
 
 

に
、
従
業
口
許
の
給
料
を
上
げ
る
こ
と
。
第
二
 
 

に
、
パ
ー
ト
労
働
者
な
ど
非
正
規
雇
用
を
正
 
 

規
雇
用
に
す
る
こ
と
だ
。
連
合
や
野
党
の
皆
 
 

さ
ん
も
異
論
は
唱
え
な
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

日
本
社
会
を
不
必
要
な
ま
で
に
暗
く
し
て
 
 

い
る
要
因
に
は
、
高
齢
化
の
問
題
も
あ
る
。
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濾
 
 

「
ビ
ジ
ツ
ト
∴
ジ
ャ
パ
ン
。
キ
ャ
ン
ペ
ー
 
 

ン
」
と
銘
打
ち
、
政
府
が
こ
こ
何
年
か
ど
ん
 
 

な
に
外
国
人
観
光
客
を
呼
ん
で
も
、
や
っ
と
 
 

一
昨
年
で
年
間
七
〇
〇
万
人
だ
。
昨
年
、
私
 
 

が
出
張
し
た
ト
ル
コ
の
ア
ン
タ
ル
ヤ
と
い
う
 
 

人
口
一
〇
〇
万
人
の
都
市
で
年
間
八
〇
〇
万
 
 

人
。
フ
ラ
ン
ス
は
七
五
〇
〇
万
人
、
ス
ペ
イ
 
 

ン
で
は
五
〇
〇
〇
万
人
。
日
本
も
観
光
で
稼
 
 

ぐ
余
地
が
ま
だ
ま
だ
あ
る
は
ず
だ
。
世
界
遺
 
 

産
が
こ
れ
だ
け
注
目
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
日
 
 

本
も
「
日
本
遺
産
」
を
つ
く
つ
た
っ
て
い
い
 
 

で
は
な
い
か
。
 
 
 

世
界
中
で
「
す
し
ブ
ー
ム
」
が
起
き
て
い
 
 

る
。
日
本
の
コ
メ
の
特
徴
は
、
安
全
性
が
高
 
 

い
こ
と
に
加
＼
え
、
冷
や
し
て
も
う
ま
い
点
だ
。
 
 

し
か
し
、
こ
れ
も
発
想
を
転
換
し
よ
う
。
 
 
 

私
は
二
年
前
の
自
民
党
総
裁
選
挙
で
「
活
 
 

力
あ
る
高
齢
化
社
会
」
を
提
案
し
た
。
高
齢
 
 

化
は
暗
く
貧
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
労
働
力
の
 
 

不
足
や
政
府
の
財
政
逼
迫
を
も
た
ら
す
・
…
‥
 
 

こ
う
い
う
発
想
を
捨
て
て
も
ら
い
た
か
っ
た
 
 

か
ら
だ
。
 
 
 

六
十
五
歳
を
過
ぎ
て
も
健
康
な
老
人
は
た
 
 

く
さ
ん
い
る
。
彼
ら
の
た
め
に
、
少
し
だ
け
 
 

照
明
を
明
る
く
し
て
、
字
を
大
き
く
し
て
、
 
 

短
時
間
の
働
く
場
所
を
提
供
す
れ
ば
、
タ
ッ
 
 

ク
ス
イ
一
夕
ー
は
タ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー
に
変
 
 

わ
る
。
高
齢
化
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、
高
齢
者
 
 

を
活
用
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
 
 
 

企
業
に
は
、
知
恵
と
工
夫
を
し
て
も
ら
い
 
 

た
い
。
政
治
も
そ
れ
を
手
助
け
す
る
。
 
 

企
業
よ
、
ア
ジ
ア
を
向
け
 
 

日
本
社
会
を
不
必
要
な
ま
で
に
暗
く
し
て
 
 

い
る
要
因
の
も
う
ひ
と
つ
は
、
地
域
間
格
差
 
 

の
問
題
だ
。
農
業
だ
け
で
は
食
べ
て
い
け
な
 
 

く
な
り
、
ま
た
、
製
造
業
が
ア
ジ
ア
に
流
出
 
 

し
た
。
公
共
事
業
で
地
方
経
済
を
下
支
え
し
 
 

外
米
も
温
か
け
れ
ば
そ
れ
な
り
に
食
べ
ら
れ
 
 

る
が
、
冷
や
す
と
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
 
 
 

私
が
外
相
当
時
の
昨
年
四
月
、
中
国
政
府
 
 

と
日
本
産
コ
メ
の
中
国
輸
出
解
禁
で
合
意
し
 
 

た
。
 
 
 

中
国
の
急
速
な
経
済
成
長
や
所
得
水
準
の
 
 

向
上
、
日
本
食
の
普
及
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
 
 

中
国
都
市
部
の
富
裕
層
に
は
需
要
が
あ
る
と
 
 

見
込
ん
だ
か
ら
だ
。
 
 
 

実
際
、
日
本
か
う
出
荷
さ
れ
た
コ
メ
は
、
 
 

中
国
で
二
キ
ロ
三
二
〇
〇
円
の
値
を
付
け
た
。
 
 

日
本
の
コ
メ
の
お
よ
そ
四
倍
、
中
国
米
の
現
 
 

地
価
格
の
二
〇
⊥
二
〇
倍
の
価
格
だ
。
そ
れ
 
 

で
も
日
本
の
コ
メ
は
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
、
昨
 
 

年
末
に
は
日
中
両
政
府
が
追
加
輸
出
で
も
合
 
 

て
い
た
が
、
こ
れ
も
で
き
な
く
な
っ
た
。
確
 
 

か
に
、
地
方
交
付
税
を
減
ら
し
た
こ
と
と
公
 
 

共
事
業
が
減
っ
た
こ
と
も
、
地
方
の
景
気
を
 
 

悪
く
し
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
地
域
間
格
差
是
正
の
た
め
、
 
 

「
地
方
交
付
税
を
増
や
せ
」
「
景
気
対
策
を
」
 
 

と
い
っ
た
地
方
の
主
張
に
は
、
直
ち
に
は
賛
 
 

成
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
地
域
の
活
力
 
 

は
交
付
税
や
公
共
事
業
で
は
戻
ら
な
い
か
ら
 
 

だ
。
地
域
の
活
力
は
、
産
業
次
第
だ
。
そ
れ
 
 

に
よ
っ
て
働
く
場
が
で
き
、
税
金
も
納
め
て
 
 

も
ら
え
る
。
産
業
が
な
い
と
こ
ろ
に
補
助
金
 
 

を
つ
ぎ
込
ん
で
も
、
そ
れ
で
は
決
し
て
地
方
 
 

は
自
立
し
な
い
。
 
 
 

ア
ジ
ア
が
追
い
上
げ
て
き
た
こ
と
で
、
こ
 
 

れ
ま
で
の
地
域
経
済
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
 
 

た
。
こ
の
現
実
は
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。
 
 

嘆
い
で
い
て
も
、
良
く
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
 
 

で
も
、
発
想
を
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
知
 
 

恵
と
工
夫
が
必
要
だ
。
 
 
 

い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
し
た
い
。
 
 
 

石
川
児
の
和
倉
温
泉
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
 
 

こ
こ
に
客
室
動
員
率
日
本
一
の
旅
館
が
あ
る
。
 
 

意
し
た
。
コ
メ
に
限
ら
ず
、
地
方
は
「
日
本
 
 

ブ
ラ
ン
ド
」
を
世
界
に
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
す
 
 

る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
。
 
 

道
州
制
は
経
済
活
性
化
切
切
り
札
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
地
域
の
企
業
に
頑
張
っ
て
 
 

も
ら
う
。
そ
れ
を
後
押
し
す
る
の
が
行
政
の
 
 

仕
事
だ
。
し
か
し
、
国
に
締
っ
て
い
て
は
ダ
 
 

メ
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
で
実
証
済
み
だ
。
 
 

一
方
、
四
六
道
府
県
の
知
事
は
、
み
ん
な
 
 

東
京
を
向
い
て
い
る
。
そ
れ
で
は
ダ
メ
だ
。
 
 

そ
れ
が
東
京
依
存
に
陥
り
、
結
局
東
京
一
極
 
 

集
中
を
生
ん
で
い
る
。
申
し
訳
な
い
が
、
多
 
 

く
の
知
事
さ
ん
に
は
、
地
域
経
営
者
の
発
想
 
 

が
な
い
。
 
 

こ
の
旅
館
の
売
り
は
、
温
泉
、
ゴ
ル
フ
場
、
 
 

そ
し
て
石
川
で
は
珍
し
く
な
い
「
白
砂
の
海
 
 

岸
」
だ
け
だ
。
 
 
 

こ
の
旅
館
の
社
長
の
発
想
が
お
も
し
ろ
い
。
 
 

も
う
何
十
年
も
前
か
ら
、
東
京
や
大
阪
か
ら
 
 

の
観
光
客
は
、
同
じ
石
川
の
山
中
温
泉
や
片
 
 

山
津
温
泉
な
ど
著
名
な
温
泉
に
任
せ
、
客
の
 
 

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
香
港
と
台
北
に
絞
っ
て
き
た
 
 

の
だ
。
 
 
 

中
国
と
台
湾
の
旅
行
会
社
に
旅
館
を
ア
ピ
 
 

ー
ル
し
、
さ
ら
に
二
二
〇
人
の
仲
居
さ
ん
に
 
 

は
、
中
国
語
と
英
語
を
覚
え
て
も
ら
い
、
サ
 
 

ー
ビ
ス
も
充
実
さ
せ
て
い
る
。
今
は
北
京
、
 
 

上
海
か
ら
も
集
客
し
て
い
る
。
 
 
 

東
京
に
顔
を
向
け
て
い
る
だ
け
で
は
ダ
メ
 
 

だ
と
い
う
発
想
の
転
換
。
そ
し
て
、
付
加
価
 
 

値
を
高
め
る
努
力
。
地
方
が
生
き
残
る
策
を
 
 

明
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

海
外
に
目
を
向
け
れ
ば
、
町
を
英
語
や
中
 
 

国
語
、
ハ
ン
グ
ル
で
案
内
す
る
こ
と
も
考
え
 
 

ら
れ
る
。
中
国
人
に
は
中
国
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
 
 

の
携
帯
電
話
を
貸
し
出
し
て
観
光
案
内
に
利
 
 

用
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
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も
ち
ろ
ん
、
「
地
方
の
発
想
だ
け
で
は
で
 
 

き
な
い
」
「
国
の
許
可
に
時
間
が
い
る
」
と
 
 

い
っ
た
制
約
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
 
 

カ
ベ
を
破
る
の
が
、
今
の
行
政
単
位
よ
り
も
 
 

大
き
な
権
限
を
持
つ
こ
と
に
な
る
道
州
制
の
 
 

導
入
だ
。
 
 
 

経
済
を
考
え
た
時
に
、
こ
れ
か
ら
勝
負
す
 
 

る
の
は
東
京
で
な
く
、
ア
ジ
ア
だ
ろ
う
。
そ
 
 

の
時
に
、
確
か
に
一
県
や
一
市
で
は
太
刀
打
 
 

ち
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
何
か
と
国
に
 
 

縛
ら
れ
て
い
て
は
、
自
由
な
経
営
は
で
き
な
 
 

い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
回
は
、
地
方
の
こ
と
を
 
 

今
ま
で
の
よ
う
に
面
倒
見
る
こ
と
は
で
き
な
 
 

い
。
こ
の
際
、
一
気
に
内
政
面
の
権
限
を
道
 
 

川
に
渡
し
た
ら
ど
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
 
 

れ
の
道
州
で
地
域
発
展
競
争
を
し
て
も
ら
お
 
 

う
。
や
る
気
と
知
恵
の
あ
る
と
こ
ろ
が
発
展
 
 

す
る
。
 
 
 

九
州
の
人
口
と
経
済
規
模
は
、
オ
ラ
ン
ダ
 
 

や
ベ
ル
ギ
ー
や
ス
イ
ス
よ
り
大
き
い
。
ヨ
ー
 
 

ロ
ッ
パ
の
中
規
模
の
回
く
ら
い
の
実
力
が
あ
 
 

る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
地
域
の
特
性
を
活
か
し
て
 
 

経
済
開
発
を
す
れ
ば
、
絶
対
伸
び
る
。
国
に
 
 

き
っ
か
け
に
、
与
野
党
は
政
策
協
議
を
開
始
 
 

す
れ
ば
い
い
■
∪
財
源
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
、
 
 

政
治
哲
学
の
問
題
で
な
く
、
実
務
の
問
題
だ
。
 
 

お
互
い
の
案
を
持
ち
寄
り
、
計
算
が
成
り
立
 
 

つ
か
ど
う
か
、
ど
ち
ら
が
国
民
の
負
担
が
少
 
 

な
い
か
を
議
論
し
ょ
う
。
 
 
 

ね
じ
れ
は
、
世
界
の
ど
こ
の
国
で
も
起
き
 
 

て
い
る
こ
と
だ
。
米
国
で
も
、
上
院
で
は
民
 
 

主
党
、
下
院
で
は
共
和
党
が
そ
れ
ぞ
れ
多
数
 
 

を
占
め
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
は
よ
く
あ
る
。
 
 

日
本
で
も
、
吉
田
内
閣
当
時
は
参
院
で
自
由
 
 

党
が
過
半
数
を
取
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
 
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
の
国
会
で
物
事
が
 
 

決
ま
ら
ず
、
こ
れ
ほ
ど
「
ね
じ
れ
」
が
問
題
 
 

視
さ
れ
る
要
因
は
、
こ
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
 
 

な
経
験
が
な
い
か
ら
だ
。
自
民
党
は
官
僚
と
 
 

一
緒
に
な
っ
て
、
法
案
と
予
算
案
を
作
る
。
 
 

事
前
に
与
党
で
審
査
し
て
い
る
か
ら
、
与
党
 
 

は
こ
れ
で
完
璧
だ
と
考
え
て
い
る
。
与
野
党
 
 

と
も
に
党
議
拘
束
を
か
け
れ
ば
、
結
果
は
最
 
 

初
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。
衆
議
院
も
参
議
臨
 
 

も
、
自
民
党
が
多
数
を
取
っ
て
い
た
か
ら
、
 
 

必
ず
政
府
与
党
案
が
通
っ
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
 
 

締
っ
て
嘆
い
て
い
て
も
未
来
は
な
い
一
じ
 
 
 

人
口
約
二
〇
〇
〇
万
人
の
上
海
に
対
抗
し
 
 

て
何
を
す
る
か
。
福
岡
市
の
一
四
〇
万
人
で
 
 

勝
負
に
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
九
州
約
一
四
〇
 
 

〇
万
人
で
上
海
と
共
同
で
事
業
を
行
う
こ
と
 
 

だ
っ
て
で
き
る
だ
ろ
、
つ
。
 
 
 

今
の
道
州
制
の
議
論
は
、
行
政
改
革
の
観
 
 

点
か
ら
ば
か
り
で
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
効
 
 

率
性
を
求
め
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
。
私
 
 

は
よ
り
前
向
き
な
道
州
制
の
議
論
を
す
べ
き
 
 

だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
固
＝
中
央
政
府
、
 
 

自
治
体
＝
地
方
政
府
の
仕
事
を
定
め
直
す
い
 
 

い
機
会
と
も
な
る
。
 
 
 

国
防
や
義
務
教
育
、
年
金
を
中
心
と
す
る
 
 

国
の
仕
事
は
未
来
へ
の
投
資
の
視
点
か
ら
予
 
 

算
を
効
率
的
で
は
あ
る
が
重
点
的
に
使
う
。
 
 

地
方
活
性
化
の
た
め
に
は
思
い
切
っ
た
分
権
 
 

を
進
め
る
。
こ
の
仕
分
け
も
ま
た
、
民
主
党
 
 

は
じ
め
野
党
の
皆
さ
ん
と
知
恵
を
出
し
合
い
 
 

た
い
も
の
だ
。
 
 
 

政
府
に
も
地
域
間
格
差
是
正
の
た
め
に
や
 
 

る
べ
き
こ
と
は
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
景
気
 
 

対
策
と
し
て
公
共
事
業
を
増
や
し
て
雇
周
を
 
 

国
会
で
議
論
し
て
歩
み
寄
る
と
か
、
修
正
す
 
 

る
と
い
っ
た
経
験
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
し
、
 
 

ま
た
、
そ
ん
な
必
要
も
な
か
っ
た
。
 
 
 

日
本
の
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
 
 

こ
れ
で
よ
う
や
く
国
会
で
議
員
が
議
論
す
る
 
 

条
件
が
で
き
た
。
政
府
与
党
は
、
ね
じ
れ
の
 
 

お
か
げ
で
民
主
党
の
主
張
に
耳
を
傾
け
る
こ
 
 

と
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
 
 
 

そ
の
成
功
例
の
ビ
ジ
ネ
ス
。
モ
デ
ル
を
整
 
 

理
す
れ
ば
、
①
生
活
に
密
着
し
た
テ
ー
マ
で
、
 
 

②
委
員
会
の
現
場
の
理
事
ク
ラ
ス
が
決
定
権
 
 

を
持
ち
、
③
二
大
政
党
以
外
の
比
較
的
小
さ
 
 

な
政
党
が
融
和
的
に
動
い
た
ケ
ー
ス
だ
と
わ
 
 

か
る
。
 
 
 

先
の
臨
時
国
会
で
も
、
結
構
多
く
の
法
案
 
 

が
成
立
し
て
い
る
。
民
主
党
も
政
権
を
目
指
 
 

す
以
上
、
反
対
だ
け
で
は
す
ま
な
く
な
っ
た
。
 
 

こ
れ
ま
で
は
、
採
決
す
れ
ば
、
与
党
案
が
通
 
 

る
の
だ
か
ら
、
野
党
と
し
て
も
議
論
は
空
し
 
 

か
っ
た
だ
ろ
う
。
申
し
訳
な
い
が
、
反
対
し
 
 

て
お
れ
ば
す
ん
だ
。
そ
れ
が
、
結
論
を
出
さ
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
特
に
、
国
民
 
 

生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
年
金
や
税
金
 
 確

保
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
地
方
の
自
立
を
 
 

も
た
ら
さ
な
い
対
策
は
、
も
は
や
不
要
だ
。
 
 

日
本
の
ど
こ
に
住
ん
で
も
、
高
速
道
路
ま
で
 
 

三
〇
分
で
行
け
る
よ
う
に
整
備
す
る
こ
と
や
、
 
 

救
急
病
院
に
三
〇
分
で
到
着
で
き
る
よ
う
、
 
 

ヘ
リ
コ
ブ
タ
ー
を
含
め
た
ア
ク
セ
ス
を
整
備
 
 

す
る
な
ど
、
そ
れ
が
政
府
の
役
割
だ
ろ
う
。
 
 

〝
ね
じ
れ
国
会
″
は
チ
ャ
ン
ス
 
 

以
上
、
国
民
の
将
来
へ
の
不
安
を
な
く
す
 
 

た
め
の
年
金
、
企
業
の
努
力
、
そ
し
て
地
方
 
 

分
権
の
三
つ
の
テ
ー
マ
で
私
の
日
本
再
生
案
 
 

を
述
べ
て
き
た
。
た
だ
政
治
は
実
現
し
て
こ
 
 

そ
政
治
で
あ
る
。
こ
の
衆
参
ね
じ
れ
国
会
は
 
 

発
想
を
転
換
す
れ
ば
、
ま
さ
に
先
送
り
の
政
 
 

治
に
終
止
符
を
打
ち
、
再
生
案
を
与
野
党
の
 
 

知
恵
で
実
現
す
る
チ
ャ
ン
ス
だ
と
わ
か
る
。
 
 
 

前
述
の
基
礎
年
金
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
 
 

民
主
党
も
全
額
税
方
式
を
主
張
し
て
い
る
。
 
 

そ
の
財
源
に
閲
し
、
私
が
消
贅
税
の
増
税
を
 
 

主
張
す
る
一
方
、
民
主
党
は
増
税
に
否
定
的
 
 

だ
。
し
か
し
、
大
き
な
方
向
と
し
て
は
一
致
 
 

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
一
致
点
を
 
 
 

に
衣
／
■
て
ほ
 
弐
延
ほ
し
は
訳
さ
れ
な
い
し
 
 

私
は
こ
れ
か
ら
、
議
会
制
民
主
主
義
が
活
性
 
 

化
す
る
と
確
信
し
て
い
る
。
 
 
 

私
は
昨
年
来
、
い
わ
ゆ
る
衆
院
の
三
分
の
 
 

二
の
再
議
決
に
つ
い
て
自
主
ル
ー
ル
を
定
め
 
 

る
よ
う
提
案
し
て
き
た
。
外
交
。
防
衛
な
ど
 
 

国
家
意
思
の
表
明
に
か
か
わ
っ
た
り
、
緊
急
 
 

性
が
求
め
ら
れ
る
テ
ー
マ
に
そ
れ
を
使
う
の
 
 

は
な
じ
む
が
、
生
活
に
密
着
し
た
テ
ー
マ
に
 
 

は
最
大
限
避
け
る
べ
き
だ
と
思
う
。
 
 
 

今
般
、
日
切
れ
法
案
の
抜
い
を
巡
っ
て
、
 
 

ガ
ソ
リ
ン
代
が
下
が
る
か
ら
い
い
と
い
っ
た
 
 

奇
妙
な
「
四
月
パ
ニ
ッ
ク
論
」
 
が
横
行
し
て
 
 

い
る
が
、
日
本
経
済
の
未
来
が
か
か
る
）
」
の
 
 

大
事
な
局
面
で
、
解
散
に
追
い
込
む
の
に
プ
 
 

ラ
ス
か
マ
イ
ナ
ス
か
で
団
の
予
算
を
お
も
ち
 
 

や
に
し
て
よ
い
の
か
。
細
川
内
閣
が
総
辞
職
 
 

し
羽
田
内
閣
で
予
算
成
立
が
六
月
二
十
三
日
 
 

に
な
り
、
日
本
の
景
気
回
復
に
決
定
的
な
悪
 
 

影
響
を
与
え
た
歴
史
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
 
 

民
主
党
は
じ
め
野
党
に
理
性
を
期
待
し
つ
つ
、
 
 

与
党
も
ま
た
政
策
論
議
を
深
め
る
度
量
が
必
 
 

要
だ
。
衆
参
ね
じ
れ
国
会
を
う
ま
く
使
い
た
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た
言
葉
だ
が
、
こ
う
し
た
国
を
目
指
し
て
い
 
 

る
か
ら
こ
そ
、
私
は
過
去
三
回
、
自
民
党
総
 
 

裁
選
挙
に
立
候
補
し
て
き
た
の
だ
。
．
 
 
 

私
の
元
に
は
、
福
田
政
権
に
つ
い
て
「
何
 
 

を
や
り
た
い
の
か
見
え
て
こ
な
い
」
と
い
う
 
 

声
も
数
多
く
寄
せ
ら
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
福
田
政
権
は
儲
足
か
ら
四
カ
月
 
 

余
り
だ
。
昨
年
は
安
倍
政
権
、
そ
し
て
今
年
 
 

は
福
田
政
権
が
倒
れ
る
よ
う
で
は
、
政
治
の
 
 

安
定
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
評
価
を
決
め
る
 
 

の
は
ま
だ
早
い
。
 
 
 

私
自
身
に
つ
い
て
言
え
ば
、
今
は
、
地
方
 
 

を
き
ち
ん
と
回
り
、
生
の
声
を
聞
き
、
次
の
 
 

挑
戦
に
備
え
る
時
期
だ
と
思
っ
て
い
る
。
た
 
 

だ
、
そ
の
国
民
の
声
を
宝
と
し
て
、
折
を
見
 
 

て
必
要
な
政
策
提
言
は
当
然
行
っ
て
い
く
。
 
 

国
会
で
政
泊
論
争
が
起
き
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
 
 

国
民
の
負
託
を
受
け
た
国
会
議
員
と
し
て
そ
 
 

の
輪
の
中
央
に
入
っ
て
い
く
所
存
だ
。
 
 
 

昨
年
九
月
の
総
裁
選
挙
後
、
私
は
七
〇
回
 
 

近
く
地
方
に
出
張
し
た
。
各
地
で
聞
く
話
は
 
 

永
田
町
に
い
て
は
知
り
え
な
い
こ
と
も
多
い
。
 
 
 

ゝ
 
0
 
 う

ま
い
政
治
も
 
 
 

正
し
い
政
治
も
必
要
 
 

こ
う
考
え
て
く
れ
ば
、
も
は
や
今
の
政
治
 
 

に
古
い
対
立
軸
は
有
効
で
な
い
こ
と
が
わ
か
 
 

る
だ
ろ
う
。
保
守
か
革
新
か
、
タ
カ
派
か
ハ
 
 

ト
派
か
、
大
き
な
政
府
か
小
さ
な
政
府
か
。
 
 

そ
れ
ら
は
み
な
、
冷
戦
と
五
五
年
体
制
か
ら
 
 

生
ま
れ
た
時
代
遅
れ
の
仕
分
け
で
し
か
な
い
。
 
 
 

あ
る
い
は
、
競
争
原
理
を
背
景
に
し
た
構
 
 

造
改
革
、
つ
ま
り
新
保
守
主
義
的
な
改
革
さ
 
 

え
今
の
自
民
、
民
主
の
二
大
政
党
を
分
け
る
 
 

対
立
軸
で
は
な
い
。
改
革
の
ひ
ず
み
で
あ
る
 
 

格
差
の
是
正
や
、
将
来
へ
の
不
安
感
を
な
く
 
 

す
仕
事
が
私
の
言
う
「
保
守
再
生
」
の
大
き
 
 

な
眼
目
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

私
は
か
ね
て
よ
り
、
安
倍
前
政
権
が
先
鞭
 
 

を
つ
け
た
憲
法
改
正
や
公
教
育
の
改
革
、
毅
 
 

然
と
し
た
外
交
・
防
衛
の
確
立
な
ど
、
い
わ
 
 

ば
国
家
の
理
念
的
な
部
分
を
固
め
直
す
作
業
 
 

は
時
代
の
要
請
で
あ
り
、
保
守
再
生
の
大
き
 
 

な
柱
だ
と
信
じ
て
き
た
。
だ
か
、
か
つ
て
 
 

我
々
自
民
党
の
保
守
本
流
が
担
っ
た
い
わ
ば
 
 

「
寛
容
と
忍
耐
の
政
治
」
、
格
差
の
拡
大
を
止
 
 

め
、
日
本
社
会
の
統
合
力
を
維
持
す
る
経
済
 
 

政
策
が
両
輪
の
よ
う
に
そ
ろ
わ
な
け
れ
ば
、
 
 

未
来
を
切
り
ひ
ら
く
保
守
と
は
な
り
え
な
い
 
 

と
田
ひ
、
つ
。
 
 
 

別
の
観
点
で
言
え
ば
、
政
治
に
は
「
正
し
 
 

さ
」
と
「
う
ま
さ
」
の
両
方
が
必
要
だ
。
 
 
 

吉
田
茂
を
源
流
と
す
る
戦
後
レ
ジ
ー
ム
は
 
 

「
う
ま
い
政
治
」
だ
っ
た
。
憲
法
と
日
米
安
 
 

全
保
障
条
約
の
矛
盾
に
日
を
つ
ぶ
り
、
経
済
 
 

成
長
に
邁
進
し
た
。
資
源
も
持
た
な
い
敗
戦
 
 

国
が
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
に
の
し
上
が
 
 

っ
た
の
は
、
安
全
保
障
を
米
国
に
任
せ
る
こ
 
 

と
が
で
き
た
か
ら
だ
。
た
だ
、
や
は
り
モ
ラ
 
 

ル
は
崩
れ
、
利
権
が
は
び
こ
る
構
造
が
生
ま
 
 

お
ろ
そ
 
れ
た
と
も
言
え
る
。
「
正
し
い
政
治
」
が
疎
 
 

か
に
さ
れ
た
点
は
間
違
い
な
く
あ
っ
た
。
 
 
 

強
力
な
レ
ー
ダ
ー
や
情
報
処
理
能
力
を
持
 
 

つ
イ
ー
ジ
ス
艦
を
五
隻
も
保
有
し
、
イ
ラ
ク
 
 

や
イ
ン
ド
洋
で
の
活
動
が
国
際
社
会
で
高
い
 
 

耐
震
強
度
偽
装
事
件
を
教
訓
に
、
建
 
築
確
 
 

認
の
審
査
を
厳
し
く
し
た
改
正
建
築
基
準
法
 
 

が
昨
年
六
月
に
施
行
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
 
 

よ
り
厳
格
な
建
築
確
認
審
査
と
同
時
に
耐
震
 
 

構
造
の
構
造
計
算
ま
で
一
緒
に
変
更
し
た
た
 
 

め
、
対
応
で
き
る
入
が
お
ら
ず
、
審
査
は
長
 
 

期
化
。
そ
の
結
果
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
、
 
 

耐
震
偽
装
と
は
関
係
な
い
一
戸
建
て
ま
で
着
 
 

工
が
遅
れ
、
建
築
業
界
全
体
に
し
わ
寄
せ
が
 
 

生
じ
て
い
る
と
い
う
。
G
D
P
に
マ
イ
ナ
ス
 
 

○
こ
ハ
％
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と
も
言
わ
 
 

れ
、
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
こ
れ
は
も
は
や
犯
 
 

罪
で
は
な
い
か
。
地
方
の
建
設
業
者
か
ら
生
 
 

で
こ
う
い
っ
た
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
 
 

が
地
方
行
脚
の
魅
力
だ
ろ
う
む
 
 
 

た
だ
、
官
僚
を
い
じ
め
れ
ば
国
民
の
受
け
 
 

が
い
い
と
い
う
考
え
は
、
愚
の
骨
頂
だ
。
改
 
 

め
る
ぺ
き
は
改
め
る
一
方
で
、
や
る
気
に
さ
 
 

せ
る
仕
組
み
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
 
 
 

政
治
家
と
官
僚
の
関
係
が
ど
う
あ
る
べ
き
 
 

か
も
し
ば
し
ば
議
論
と
な
る
が
、
私
は
、
官
 
 

僚
に
有
賀
な
人
間
は
た
く
さ
ん
い
る
と
思
っ
 
 評

価
を
受
け
た
自
衛
隊
を
持
ち
な
が
ら
、
 
 

「
我
が
国
に
軍
隊
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
主
張
 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
日
本
だ
。
ど
う
 
 

考
え
て
も
世
界
で
通
用
す
る
話
で
は
な
い
。
 
 

国
民
に
国
家
的
な
自
信
を
持
っ
て
も
ら
う
た
 
 

め
に
は
「
正
し
い
政
泊
」
が
必
要
だ
が
、
同
 
 

時
に
不
遇
感
や
不
信
感
を
な
く
す
た
め
に
は
 
 

限
ら
れ
た
資
源
や
富
を
配
分
し
、
未
来
へ
の
 
 

投
資
を
欠
か
さ
な
い
「
う
ま
い
政
治
」
が
肝
 
 

要
だ
。
衆
参
ね
じ
れ
国
会
の
使
い
方
も
ま
た
、
 
 

「
正
し
い
政
治
」
の
旗
の
も
と
で
国
会
の
合
 
 

意
点
を
探
す
「
う
ま
い
政
治
」
が
ポ
イ
ン
ト
 
 

に
な
る
。
両
輪
の
ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
ダ
メ
 
 

な
の
だ
。
 
 

官
僚
を
使
い
こ
な
す
内
閣
を
 
 

以
上
述
べ
て
き
た
私
が
目
指
す
固
、
安
心
 
 

と
活
力
の
あ
る
日
本
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
 
 

は
、
与
党
を
束
ね
、
霞
が
開
全
体
を
調
整
し
 
 

て
率
い
る
こ
と
の
で
き
る
首
相
の
座
に
つ
か
 
 

こ
ぞ
こ
と
し
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
去
年
今
年
、
貫
く
 
 

棒
の
如
き
も
の
…
‥
・
」
保
守
の
真
髄
を
詠
っ
 
 

て
い
る
。
こ
れ
を
利
用
し
な
い
手
は
な
い
。
 
 

国
民
の
代
表
た
る
政
治
家
は
使
用
者
で
、
官
 
 

僚
は
内
閣
の
使
用
人
だ
。
使
用
者
が
使
用
人
 
 

の
悪
口
を
言
っ
て
い
る
よ
ぃ
っ
で
は
、
そ
の
組
 
 

織
は
う
ま
く
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
使
用
人
を
 
 

使
い
こ
な
せ
な
い
政
治
家
が
悪
い
。
 
 
 

身
体
を
張
っ
て
、
ま
た
、
政
治
生
命
を
か
け
 
 

て
い
る
政
治
家
の
ト
ッ
プ
が
方
向
を
間
違
わ
 
 

ず
、
「
日
本
の
進
む
べ
き
道
は
こ
れ
だ
」
と
決
 
 

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
発
想
の
 
 

転
換
で
危
機
を
乗
り
切
り
、
時
に
は
型
破
り
 
 

で
あ
っ
て
も
、
ま
た
国
民
に
苦
い
薬
で
あ
っ
 
 

て
も
、
国
家
の
成
長
の
た
め
に
必
要
な
ら
ば
、
 
 

大
胆
に
実
行
に
移
す
。
そ
の
度
胸
が
今
の
時
 
 

代
に
求
め
ら
れ
る
リ
ー
ダ
ー
像
で
は
な
い
か
。
 
 
 

小
泉
純
一
郎
二
冗
首
相
は
古
い
政
治
を
壊
 
 

し
た
。
後
を
託
さ
れ
た
安
倍
晋
三
こ
別
首
相
 
 

は
新
し
い
日
本
の
姿
を
示
そ
う
と
し
た
が
、
 
 

途
中
で
倒
れ
た
。
来
る
べ
き
時
に
正
し
い
決
 
 

断
を
下
せ
る
よ
う
、
今
は
自
身
の
研
鐸
に
努
 
 

⑤
 
 

め
よ
う
と
思
う
。
 
 

撮
影
・
和
田
直
樹
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一
．
 現
行
の
年
金
制
度
が
発
足
し
た
当
時
は
、
高
度
経
済
成
長
期
で
高
齢
化
率
 
 

金
財
政
の
計
数
整
理
上
か
ら
の
決
定
に
よ
る
も
の
で
、
老
人
の
生
哲
実
感
 
 

社
会
人
と
し
て
通
常
平
均
的
な
安
定
し
た
生
活
が
出
来
る
費
用
を
国
が
 
 

努
力
の
毎
金
の
二
本
建
て
と
す
る
。
即
ち
高
齢
者
（
七
〇
才
と
す
る
）
が
、
 
 
 

骨
格
は
、
社
会
保
障
、
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
年
金
と
、
自
助
 
 

や
生
活
能
力
を
考
え
た
社
会
保
障
的
思
い
や
り
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
 
 

保
障
す
る
「
生
活
年
金
」
と
、
自
己
努
力
で
成
果
保
険
の
「
普
通
年
金
」
、
 
 

行
制
度
で
は
対
応
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
現
行
の
給
付
水
準
が
牢
 
 

た
め
の
期
間
は
五
カ
年
と
し
て
、
そ
の
必
要
措
置
は
法
に
よ
り
決
定
す
る
。
 
 
 

例
え
ば
四
〇
一
K
等
の
t
㌦
本
建
て
と
す
る
。
こ
の
制
度
改
正
に
移
行
す
る
 
 

も
低
い
時
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
条
件
が
激
変
し
た
の
で
今
で
は
現
 
 

い
。
複
雑
多
岐
す
ぎ
る
た
め
抜
本
的
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
改
正
の
 
 

年
金
制
庶
政
革
へ
の
提
言
 
 塩

川
正
十
郎
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ト  

二
．
生
活
年
金
行
政
の
所
蕗
は
厚
生
労
劫
省
と
し
、
そ
れ
に
関
連
す
る
事
務
の
 
 

仮
定
計
算
を
示
す
と
、
平
均
的
な
必
需
費
用
を
独
身
で
年
額
二
〇
〇
万
円
。
 
 
 

括
を
保
障
す
る
こ
と
が
生
活
年
金
の
趣
旨
で
あ
り
、
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
 
 

対
象
と
す
る
が
、
各
個
人
の
収
入
が
生
活
年
金
額
以
上
の
所
得
あ
る
人
に
 
 

生
活
年
金
の
支
給
は
満
七
〇
才
時
か
ら
と
す
る
。
支
給
は
全
国
民
平
等
に
 
 
 

特
定
財
源
を
制
度
化
し
、
そ
れ
を
充
当
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
 
 

の
み
で
支
給
す
る
も
の
で
は
な
い
）
 
 

生
活
年
金
の
財
源
は
全
額
国
庫
負
担
と
し
、
国
会
の
合
意
が
得
ら
れ
れ
ば
 
 

度
的
に
相
異
す
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
 
 
 

っ
い
て
は
、
支
給
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
（
平
均
的
な
老
後
生
 
 

取
扱
は
市
町
村
自
治
体
と
す
る
。
（
府
県
を
経
由
し
な
い
）
 
 
 

費
を
明
示
す
べ
き
で
あ
る
。
又
、
生
活
保
護
者
と
生
活
年
金
受
給
者
は
削
 
 

例
え
ば
食
料
費
、
住
宅
費
、
保
偉
費
等
諸
項
目
の
演
算
に
よ
る
必
要
生
括
 
 

め
て
、
無
所
得
を
想
定
し
た
老
人
の
通
常
生
活
費
を
、
生
活
必
需
項
目
、
 
 

又
、
こ
の
抜
本
改
革
を
推
越
す
る
前
軽
と
し
て
、
先
ず
政
府
は
衆
知
を
集
 
 

2  



三
．
普
通
年
金
は
政
府
の
認
可
を
う
け
た
年
金
保
険
企
業
・
捷
人
（
信
託
銀
行
 
 

控
除
す
る
額
が
三
〇
兆
円
あ
る
と
実
質
支
給
額
は
二
〇
兆
眉
と
な
り
、
現
 
 

在
の
国
の
年
金
行
政
負
担
額
か
ら
み
て
特
別
な
支
出
増
と
は
な
ら
な
い
q
 
 
 

る
が
そ
の
内
、
高
齢
者
で
所
得
の
あ
る
人
は
多
い
の
で
、
そ
の
他
所
得
で
 
 

は
金
融
庁
と
す
る
。
普
通
年
金
の
加
入
者
は
二
〇
才
以
上
と
し
、
年
金
受
 
 
 

そ
の
全
員
に
二
〇
〇
万
円
を
支
給
す
る
と
す
れ
ば
五
〇
兆
円
程
度
と
な
 
 

又
は
生
命
保
険
会
社
）
と
、
個
人
と
の
契
約
に
よ
る
保
険
と
し
、
監
督
庁
 
 

三
万
円
と
な
る
。
生
括
年
金
を
国
庫
負
担
と
す
る
場
合
の
仮
定
推
計
を
国
 
 
 

の
負
担
総
額
で
み
る
と
、
甘
○
才
以
上
の
人
口
を
約
二
五
〇
〇
万
人
と
し
、
 
 

し
て
生
活
年
金
を
支
給
す
る
。
従
っ
て
当
該
夫
婦
の
生
活
年
金
は
約
二
四
 
 

通
年
金
で
一
二
〇
万
円
の
収
入
が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
収
入
の
合
計
額
一
 
 

五
五
万
円
の
二
分
の
一
相
当
額
約
七
七
万
円
を
三
二
〇
万
円
か
ら
液
額
 
 

○
万
円
、
金
融
所
得
十
五
万
円
あ
り
、
更
に
六
五
才
以
降
に
受
領
す
る
普
 
 

夫
婦
で
三
二
〇
万
円
と
す
る
（
仮
定
計
算
の
基
礎
は
全
国
の
有
料
養
護
施
 
 

設
の
入
居
者
負
担
を
想
定
し
た
）
。
例
え
ば
夫
婦
で
年
間
不
動
産
所
得
二
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Fて二  

六
．
生
活
保
護
世
帯
保
障
に
つ
い
て
は
運
営
上
の
公
正
性
及
び
、
当
該
者
の
生
 
 

畢
 
大
玉
才
か
ら
七
〇
才
ま
で
の
所
謂
渡
り
の
廊
下
年
齢
者
は
、
可
能
な
限
り
 
 

些
 
普
通
保
険
加
入
者
は
支
払
う
保
険
金
に
つ
い
て
一
定
の
所
得
課
税
の
控
 
 

就
労
し
う
る
よ
う
政
府
は
雇
用
対
席
と
し
て
の
行
政
措
置
を
考
案
す
べ
 
 

括
実
態
の
把
瞳
等
制
度
的
な
見
直
し
を
す
る
と
共
に
、
給
付
額
及
び
保
護
 
 

見
直
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

き
で
あ
る
。
従
っ
て
公
私
す
べ
て
の
部
門
に
お
い
て
定
年
制
の
在
り
方
を
 
 

控
除
制
を
導
入
す
る
。
 
 

の
効
果
等
に
つ
い
て
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
。
 
 
 

以
下
は
五
割
、
そ
の
他
高
額
音
律
除
は
逓
減
す
る
等
所
格
差
に
よ
る
所
得
 
 
 

除
を
受
け
る
。
（
例
え
ば
年
夢
二
〇
万
円
の
保
険
料
は
全
額
、
六
〇
万
円
 
 

置
を
す
る
。
 
 

に
預
金
保
険
制
度
の
機
関
に
加
盟
せ
し
め
て
保
険
を
担
保
す
る
行
政
措
 
 

給
者
は
六
五
才
以
且
と
す
る
。
保
険
料
及
び
運
営
果
実
の
還
付
等
の
条
件
 
 

は
、
す
べ
て
企
業
と
値
入
の
契
約
に
よ
る
。
但
し
政
府
は
当
該
保
険
会
社
 
 

．
d
■
 
 



向
き
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
き
て
日
本
経
済
新
聞
社
が
一
月
七
日
付
の
 
 

紙
面
で
基
礎
年
金
を
社
会
保
険
方
式
か
ら
税
方
式
に
移
行
さ
せ
る
よ
う
 
 

求
め
る
論
を
大
々
的
に
発
表
し
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
与
党
 
 

内
で
も
こ
れ
に
賛
同
す
る
声
が
出
て
き
て
い
る
。
 
 
 

日
経
新
聞
は
、
基
礎
年
金
給
付
額
十
九
兆
四
千
億
円
の
財
源
す
べ
て
 
 

を
消
費
税
で
賄
い
、
そ
の
た
め
に
税
率
を
五
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
上
げ
る
 
 

こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
端
的
に
結
論
を
述
べ
る
な
 
 

ら
、
税
方
式
は
長
期
に
わ
た
っ
て
社
会
保
障
制
度
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
 
 

る
ば
か
り
か
、
保
険
料
の
企
業
負
担
ま
で
消
費
税
に
転
嫁
し
て
国
民
の
 
 

負
担
に
重
く
押
し
付
け
る
だ
け
で
、
「
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
」
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

税
方
式
の
何
た
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
税
方
式
に
す
れ
ば
、
 
 

何
か
手
品
の
よ
う
に
全
て
問
題
は
解
決
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
い
わ
ば
 
 

ム
ー
ド
先
行
の
年
金
論
議
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
。
ム
ー
ド
先
行
の
税
 
 

方
式
に
潜
む
様
々
な
問
題
が
今
は
ま
だ
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ま
れ
て
い
 
 

る
。
そ
れ
が
い
か
に
非
現
実
的
か
を
理
解
し
な
い
ま
ま
に
語
ら
れ
て
い
 
 

る
こ
と
に
強
い
危
機
感
を
覚
え
る
〔
）
 
 
 

丹
羽
雄
哉
 
昭
和
崇
1
9
4
4
）
年
茨
城
原
生
ま
れ
。
慶
応
大
学
法
学
部
 
 

卒
。
読
売
新
聞
政
治
部
記
者
を
経
て
故
大
平
正
芳
首
相
の
秘
書
と
な
る
。
昭
和
 
 

5
4
年
衆
議
院
選
挙
に
出
馬
し
初
当
選
。
以
来
1
0
回
連
続
当
選
。
平
成
4
年
宮
沢
 
 

富
－
内
閣
で
厚
生
大
臣
と
し
て
初
入
閣
。
n
年
小
渕
恵
三
内
閣
（
第
二
次
改
 
 

造
）
で
も
厚
相
。
森
善
朗
内
閣
で
も
留
任
し
た
。
1
8
年
自
民
党
総
務
会
長
。
著
 
 

書
に
『
生
き
る
た
め
に
ー
医
療
が
変
わ
る
』
な
ど
。
 
 
 

年
金
の
財
源
問
題
を
め
ぐ
つ
て
、
現
行
の
「
社
会
保
険
方
式
」
と
、
 
 

す
べ
て
税
財
源
で
年
金
給
付
を
行
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
税
方
式
」
 
 

と
の
論
争
が
最
近
に
わ
か
に
活
発
に
な
っ
て
き
た
。
 
 
 

欧
米
の
三
倍
の
ス
ピ
ー
ド
で
急
速
に
進
む
高
齢
社
会
の
中
、
特
に
若
 
 

年
層
の
間
で
は
、
「
果
た
し
て
給
付
と
負
担
と
の
関
係
が
う
ま
く
回
る
 
 

の
か
」
、
「
将
来
、
自
分
た
ち
が
約
束
さ
れ
た
年
金
を
も
ら
う
こ
と
が
で
 
 

き
る
の
か
」
と
い
う
心
配
が
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
に
、
年
金
記
録
問
題
と
い
っ
た
年
金
制
度
そ
の
も
の
の
信
頼
を
 
 

失
墜
さ
せ
る
不
祥
事
や
、
国
民
年
金
保
険
料
の
未
納
、
未
加
入
問
題
が
 
 

重
な
り
、
現
在
の
年
金
制
度
に
対
す
る
不
安
、
不
信
に
根
ざ
し
た
国
民
 
 

感
情
が
〝
大
波
″
と
な
っ
て
税
方
式
論
が
徐
々
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
よ
 
 

う
だ
。
 
 
 

宙
に
浮
い
た
約
五
千
万
の
年
金
記
録
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
庁
は
、
 
 

受
給
者
・
加
入
者
の
記
録
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
で
の
突
き
合
わ
せ
を
 
 

ゎ
が
国
の
年
金
制
度
は
、
戦
前
に
厚
生
年
金
が
発
足
し
て
六
十
年
以
 
 

上
経
過
し
、
昭
和
三
十
六
年
か
ら
世
界
に
誇
る
「
国
民
皆
年
金
」
体
制
 
 

と
な
っ
て
間
も
な
く
半
世
紀
を
迎
え
か
。
国
民
年
金
が
ス
タ
ー
ト
し
た
 
 

時
に
二
十
歳
だ
っ
た
人
が
四
十
年
間
加
入
し
、
す
で
に
年
金
生
活
者
と
 
 

な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
年
金
制
度
は
い
よ
い
よ
成
熟
期
を
迎
 
 

ぇ
た
と
い
え
る
。
今
や
年
金
給
付
は
国
民
所
得
の
一
割
を
超
え
、
高
齢
 
 

者
の
七
割
は
何
ら
か
の
形
で
年
金
に
依
存
し
て
生
活
し
て
い
る
の
が
実
 
 

態
だ
。
多
く
の
若
者
は
親
へ
の
仕
送
り
の
心
配
を
し
な
く
て
も
済
む
よ
 
 

私
は
、
日
本
経
済
の
先
行
き
す
ら
見
通
せ
な
い
の
に
、
年
金
の
「
百
 
 

年
の
大
計
」
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
非
現
実
的
な
机
上
論
 
 

争
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
、
せ
め
て
三
十
年
、
四
十
年
先
の
責
任
を
持
て
 
 

る
持
続
可
能
な
制
度
に
見
直
し
て
い
く
中
で
、
国
民
の
混
乱
を
な
く
す
 
 

こ
と
が
政
治
の
責
任
だ
と
考
え
る
。
耳
に
心
地
よ
い
「
抜
本
改
革
」
と
 
 

い
う
言
葉
に
踊
ら
さ
れ
て
、
こ
の
老
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
崩
壊
 
 

し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
国
民
の
不
安
が
現
実
の
も
の
と
な
り
、
 
 

将
来
に
大
き
な
禍
根
を
残
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
「
未
納
問
題
を
解
消
す
 
 

る
た
め
に
は
税
方
式
し
か
な
い
」
な
ど
と
い
っ
た
短
絡
的
な
発
想
で
、
 
 

更
地
に
絵
を
描
く
よ
う
な
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
 
 

会
保
障
を
根
幹
か
ら
壊
す
よ
う
な
論
争
に
、
私
は
敢
え
て
「
待
っ
 
 

た
′
・
」
を
か
け
た
い
。
 
 
 

「
自
立
と
連
帯
」
 
 

完
了
し
、
そ
の
結
果
を
三
月
十
四
日
に
発
表
し
た
。
そ
の
結
果
、
持
ち
 
 

主
に
つ
な
が
る
手
が
か
り
が
見
つ
か
っ
た
の
は
全
体
の
六
割
の
三
千
七
 
 

十
万
件
に
と
ど
ま
り
、
未
解
明
の
記
録
が
卦
だ
二
千
二
十
五
万
件
に
も
 
 

上
っ
て
い
る
。
こ
の
間
題
の
解
決
に
は
即
効
薬
は
な
い
。
社
保
庁
の
努
 
 

力
だ
け
で
は
も
は
や
お
手
上
げ
の
状
態
で
、
国
民
一
人
ひ
と
り
の
協
力
 
 

が
必
要
だ
。
 
 
 

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
間
題
と
年
金
の
財
源
問
題
を
混
同
さ
せ
て
 
 

は
い
け
な
い
。
宙
に
浮
い
た
年
金
問
題
の
解
決
に
は
、
国
民
の
理
解
を
 
 

得
る
た
め
に
も
最
善
の
努
力
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
グ
ラ
 
 

ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
の
議
論
は
ム
ー
ド
先
行
で
は
な
く
冷
静
に
対
 
 

応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
年
金
は
国
民
生
活
に
密
接
に
関
係
し
て
く
 
 

る
だ
け
に
、
制
度
そ
の
も
の
が
崩
壊
し
、
国
民
生
酒
を
混
乱
に
陥
れ
か
 
 

ね
な
い
か
ら
だ
。
 
 
 

こ
れ
ま
で
も
税
方
式
に
は
一
部
の
識
者
や
自
民
党
内
に
も
支
持
す
る
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う 
に 
な 
り、 

に 
親 
も 

子供に 
年 

気 

兼ねな 
く 

国 

老後の生活 

を送 個々 
る 

こ 

量とも と 

がで   

な
い
。
消
費
も
冷
え
込
み
、
生
活
に
不
安
を
抱
え
た
従
業
員
ば
か
り
で
 
 

は
企
業
の
発
展
も
望
み
よ
う
が
な
い
。
わ
が
国
の
企
業
に
は
、
社
会
保
 
 

障
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
と
い
う
狩
持
を
捨
て
て
欲
し
く
な
い
。
 
 
 

社
会
保
険
庁
の
改
革
 
 

社
会
保
険
庁
の
杜
撰
な
管
理
に
よ
っ
て
生
じ
た
年
金
記
録
問
題
は
、
 
 

冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
の
年
金
へ
の
不
安
や
不
信
を
高
め
、
税
方
 
 

式
の
主
張
を
勢
い
づ
か
せ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

私
は
、
か
ね
て
か
ら
社
会
保
険
庁
の
体
質
に
疑
問
を
抱
い
て
き
た
。
 
 

長
年
に
わ
た
っ
て
厚
生
行
政
に
関
わ
り
を
持
っ
て
き
た
が
、
私
の
耳
に
 
 

入
る
の
は
、
「
社
保
庁
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
役
所
だ
」
、
「
社
保
庁
は
 
 

何
も
し
な
く
て
い
い
か
ら
（
キ
ャ
リ
ア
組
に
と
っ
て
）
充
電
す
る
に
は
 
 

最
高
の
役
所
だ
」
と
い
う
よ
う
な
話
で
、
半
ば
公
然
と
社
保
庁
長
官
経
 
 

験
者
ら
O
B
か
ら
何
度
と
な
く
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
 
 
 

ま
た
、
何
を
し
て
い
る
の
か
外
部
に
は
全
く
窺
い
知
れ
な
い
が
、
私
 
 

に
は
社
保
庁
を
め
ぐ
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
経
験
が
あ
る
。
二
〇
〇
二
 
 

（
平
成
十
四
）
年
の
健
康
保
険
法
改
正
に
よ
る
一
連
の
騒
動
で
、
被
用
 
 

者
保
険
本
人
の
負
担
を
二
割
か
ら
三
割
に
引
き
上
げ
る
と
い
う
、
時
の
 
 

小
泉
純
一
郎
首
相
ら
と
の
〝
確
執
″
の
と
き
だ
。
政
管
健
保
の
自
己
負
 
 

担
を
三
割
に
引
き
上
げ
る
と
、
す
ぐ
に
四
割
、
や
が
て
五
割
に
も
な
り
 
 

か
ね
な
い
。
保
険
制
度
は
リ
ス
ク
が
発
生
し
た
と
き
に
給
付
や
サ
ー
ビ
 
 

ス
を
受
け
る
シ
ス
テ
ム
だ
が
、
自
己
負
担
が
四
割
、
五
割
と
も
な
る
 
 

と
、
も
う
保
険
制
度
の
体
を
な
さ
な
く
な
る
。
 
 
 

号
」
で
、
私
た
ち
自
民
党
の
医
療
基
本
問
題
調
査
会
や
厚
生
労
働
部
 
 

企
業
の
社
会
保
障
負
担
か
ら
の
逃
避
 
 

保
険
料
が
給
料
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
中
に
は
、
．
国
 
 

民
年
金
の
未
納
者
に
対
し
て
不
公
平
感
を
持
ち
、
む
し
ろ
誰
も
が
支
払
 
 

う
消
費
税
の
方
が
公
平
だ
と
の
声
も
聞
か
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
 
 

に
は
、
企
業
の
保
険
料
負
担
が
な
く
な
る
一
方
で
、
新
た
に
「
年
金
消
 
 

費
税
」
と
い
う
負
担
が
家
計
に
ず
っ
し
り
と
の
し
か
か
る
こ
と
に
な
る
 
 

と
い
う
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
 
 
 

今
や
、
社
会
保
障
の
給
付
は
九
十
兆
円
を
上
回
る
規
模
と
な
っ
て
い
 
 

る
が
、
実
は
そ
の
三
分
の
二
は
保
険
料
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
保
険
 
 

料
の
半
分
は
事
業
主
が
負
担
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
企
業
は
、
こ
れ
ま
 
 

で
、
従
業
員
が
安
心
し
て
働
け
る
環
境
を
作
り
、
病
気
の
時
や
老
後
の
 
 

生
活
を
支
え
て
、
企
業
と
従
業
員
の
絆
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
質
 
 

の
高
い
労
働
力
を
確
保
し
て
き
た
。
こ
れ
が
わ
が
国
社
会
保
障
の
出
発
 
 

点
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
際
的
に
見
て
も
良
質
な
労
働
力
の
確
保
に
つ
 
 

な
が
り
、
わ
が
国
の
発
展
の
源
泉
と
な
っ
た
は
ず
だ
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
来
て
、
こ
れ
ま
で
社
会
保
障
を
支
え
て
き
た
企
業
 
 

の
腰
が
に
わ
か
に
引
け
て
き
て
、
社
会
保
障
か
ら
手
を
引
き
た
い
と
い
 
 

う
空
気
が
経
済
界
に
蔓
延
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
基
礎
年
金
の
 
 

税
方
式
と
合
わ
せ
て
二
階
部
分
の
厚
生
年
金
も
廃
止
し
、
個
人
が
運
用
 
 

の
責
任
を
持
つ
積
立
年
金
成
す
る
と
の
声
す
ら
聞
こ
え
て
く
る
。
企
業
 
 

の
負
担
軽
減
、
市
場
主
義
も
こ
こ
に
極
ま
れ
り
と
い
っ
た
感
じ
だ
。
 
 
 

現
在
、
企
業
が
負
担
し
て
い
る
保
険
料
の
三
十
兆
円
近
く
が
家
計
に
 
 

つ
け
か
わ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
と
て
も
国
民
生
活
は
成
り
立
た
 
 
 

会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
三
割
引
き
上
げ
に
は
反
対
の
立
場
だ
っ
た
。
こ
れ
 
 

に
盟
友
で
あ
る
坂
口
力
・
厚
生
労
働
大
臣
ら
も
加
わ
っ
た
。
し
か
し
、
 
 

元
々
五
割
負
担
論
者
で
あ
っ
た
小
泉
首
相
は
、
頑
と
し
て
三
割
負
担
導
 
 

入
の
姿
勢
を
曲
げ
な
い
。
困
り
切
っ
た
坂
口
厚
労
相
は
「
（
辞
職
す
る
 
 

か
ら
）
筆
を
持
っ
て
こ
い
」
と
周
囲
に
漏
ら
し
た
は
ど
だ
。
 
 
 

忘
れ
も
し
な
い
同
年
二
月
十
一
日
。
私
は
前
夜
か
ら
沖
縄
に
い
た
。
 
 

前
か
ら
友
人
と
ゴ
ル
フ
の
約
束
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ゴ
ル
フ
ど
こ
 
 

ろ
で
は
な
い
。
坂
口
厚
労
相
や
麻
生
太
郎
・
自
民
党
政
調
会
長
ら
か
 
 

ら
、
私
の
携
帯
に
切
れ
目
な
く
連
絡
と
説
得
が
入
っ
た
。
結
局
、
山
崎
 
 

拓
幹
事
長
の
呼
び
か
け
で
、
坂
口
厚
労
相
、
麻
生
政
調
会
長
ら
が
集
ま
 
 

っ
て
、
三
割
負
担
導
入
を
決
定
し
、
私
た
ち
は
〝
打
ち
首
〟
と
な
っ
た
。
 
 
 

そ
の
最
後
に
私
ど
も
が
条
傭
と
し
て
挙
げ
た
の
が
、
「
政
管
健
保
を
 
 

社
会
保
険
庁
か
ら
切
り
離
し
、
民
営
化
す
る
」
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
 
 

後
日
、
自
民
党
医
療
基
本
問
題
調
査
会
、
厚
生
労
働
部
会
の
合
同
部
会
 
 

で
正
式
に
了
承
さ
れ
、
健
康
保
険
法
等
一
部
改
正
案
の
附
則
と
し
て
明
 
 

記
さ
れ
た
。
年
金
で
は
な
く
、
医
療
保
険
が
引
き
金
と
な
っ
て
社
会
保
 
 

険
庁
の
〝
解
体
″
に
よ
う
や
く
一
歩
手
が
掛
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

今
な
お
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
宙
に
浮
い
た
年
金
記
 
 

録
五
千
万
件
問
題
な
ど
、
当
時
は
想
像
も
？
か
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
 
 

そ
れ
に
し
て
も
先
進
諸
国
の
行
政
組
織
の
中
で
こ
れ
ほ
ど
腐
敗
し
て
い
 
 

る
組
織
は
稀
で
は
な
か
ろ
う
か
。
社
保
庁
は
、
①
長
官
と
厚
労
省
キ
ャ
 
 

リ
ア
、
②
社
保
庁
採
用
の
プ
ロ
パ
ー
、
③
各
地
方
事
務
所
採
用
－
の
三
 
 

層
構
造
の
中
で
、
意
思
の
伝
達
が
全
く
行
き
届
か
な
い
役
所
で
あ
っ
た
。
 
 

そ
の
根
源
は
、
社
保
庁
の
自
治
労
国
費
協
議
会
（
現
在
の
全
国
社
会
保
 
 

険
職
員
労
働
組
合
）
と
の
労
使
馴
れ
合
い
と
怠
惰
か
ら
生
じ
た
と
言
っ
 
 年金財源「税方式」は百害あって一利なし   

3
 
 



し
″
以
外
の
何
も
の
で
む
な
い
。
 
 
 

現
に
二
〇
〇
五
年
の
 
〝
郵
政
選
挙
″
で
は
、
当
時
の
岡
田
克
也
代
表
 
 

が
、
現
行
の
消
費
税
を
年
金
に
特
化
し
た
上
で
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
 
 

上
げ
る
と
い
う
公
約
を
堂
々
と
主
張
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
大
方
針
が
な
 
 

ぜ
短
期
間
の
う
ち
に
ガ
ラ
リ
と
変
わ
っ
た
の
か
。
小
沢
一
郎
代
表
の
言
 
 

葉
を
借
り
る
ま
で
も
な
く
、
「
民
主
党
に
は
政
権
能
力
が
無
い
」
 
こ
と
 
 

を
自
ら
示
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

民
主
党
は
財
源
不
足
を
補
う
た
め
か
、
現
役
時
代
に
一
度
で
も
年
収
 
 

が
六
日
万
円
を
超
え
た
層
か
ら
減
額
が
始
ま
り
、
一
千
二
百
万
円
を
超
 
 

え
た
層
に
は
辞
退
し
て
も
ら
う
と
い
う
耳
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
削
減
 
 

案
を
持
ち
出
し
て
き
た
。
だ
が
人
生
は
山
あ
り
谷
あ
り
で
あ
る
。
五
十
 
 

歳
代
に
六
百
万
円
か
ら
一
千
二
百
万
円
を
稼
い
で
い
た
人
で
も
、
六
十
 
 

五
歳
に
な
っ
て
い
よ
い
よ
年
金
生
活
に
入
ろ
う
と
い
う
段
階
に
な
っ
 
 

て
、
「
あ
な
た
は
現
役
時
代
、
一
千
二
百
万
円
以
上
稼
い
で
い
た
か
ら
 
 

年
金
を
辞
退
し
て
下
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
お
先
真
っ
暗
で
は
な
い
 
 

か
。
 
 
 

社
会
保
障
は
あ
く
ま
で
国
民
生
活
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
 
 

役
割
を
果
た
す
も
の
だ
。
現
役
時
代
の
年
収
に
応
じ
て
年
金
額
が
〝
削
 
 

減
″
さ
れ
る
な
ら
ば
、
現
役
時
代
は
老
後
の
こ
と
を
考
え
、
消
費
を
控
 
 

え
て
貯
金
を
し
て
お
け
、
と
い
う
論
理
に
繋
が
る
。
現
役
時
代
に
い
く
 
 

ら
稼
い
で
い
て
も
、
人
生
誰
し
も
が
老
後
も
豊
か
と
は
限
ら
な
い
。
今
 
 

や
人
生
八
十
年
、
九
十
年
時
代
だ
。
民
主
党
案
で
は
現
役
を
リ
タ
イ
ア
 
 

し
た
と
き
、
相
当
の
資
産
が
な
け
れ
ば
生
活
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
 
 

も
な
り
か
ね
な
い
。
少
な
く
と
も
老
後
の
年
金
頼
み
は
無
に
帰
す
こ
と
 
 

に
な
ろ
う
。
 
 
 

て
も
よ
い
。
組
合
は
一
九
七
二
（
昭
和
四
十
七
）
年
か
ら
七
九
年
ま
で
業
 
 

務
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
徹
底
的
に
反
対
し
、
社
保
庁
と
、
民
間
企
業
で
は
 
 

お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
〝
甘
い
覚
書
″
を
交
わ
し
て
い
た
。
こ
の
経
緯
 
 

を
知
れ
ば
、
ま
さ
に
起
こ
る
べ
く
し
て
起
き
た
不
祥
事
と
言
え
よ
う
。
 
 
 

こ
の
社
会
保
険
庁
の
体
た
ら
く
に
乗
じ
、
こ
の
際
ヾ
社
会
保
険
庁
を
 
 

国
税
庁
に
吸
収
し
、
「
歳
入
庁
」
を
作
っ
た
ら
ど
う
か
と
言
う
意
見
も
 
 

あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
保
険
料
と
税
金
と
を
一
緒
に
徴
収
す
る
こ
と
が
出
 
 

来
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
私
は
そ
の
前
に
、
自
営
業
者
の
所
得
捕
捉
を
 
 

す
る
た
め
国
民
納
税
者
番
号
制
度
の
よ
う
な
仕
組
み
を
早
急
に
作
る
べ
 
 

き
だ
と
考
え
る
。
 
 
 

国
民
年
金
保
険
料
を
定
額
制
に
ん
た
の
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
 
 

が
自
営
業
者
で
あ
る
た
め
、
所
得
や
就
業
形
態
が
ま
ち
ま
ち
な
こ
と
も
 
 

あ
り
、
公
平
な
所
得
把
捉
が
困
難
だ
か
ら
だ
。
そ
の
前
提
を
解
決
せ
ず
 
 

に
脇
に
置
い
て
「
歳
入
庁
」
構
想
を
主
張
す
る
の
は
机
上
の
空
論
以
外
 
 

の
何
も
の
で
も
な
い
。
も
と
よ
り
、
税
の
徴
収
対
象
者
は
一
定
以
上
の
 
 

所
得
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。
自
営
業
者
な
ど
国
民
年
金
の
加
入
者
は
二
 
 

千
二
百
万
人
だ
が
、
そ
の
う
ち
税
の
申
告
を
し
た
人
、
す
な
わ
ち
税
務
 
 

署
が
所
得
を
把
捉
し
た
人
は
わ
ず
か
三
百
五
十
万
人
に
過
ぎ
な
い
と
言
 
 

わ
れ
る
。
課
税
最
低
限
の
所
得
す
ら
な
い
人
や
、
免
除
や
減
免
措
置
が
 
 

適
用
さ
れ
る
低
所
得
者
も
そ
の
対
象
と
す
る
社
会
保
障
分
野
の
保
険
料
 
 

と
税
の
徴
収
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

民
主
党
の
年
金
改
革
案
 
 

民
主
党
は
二
〇
〇
三
 
（
平
成
十
五
）
年
の
衆
議
院
選
挙
以
降
、
独
自
 
 

の
年
金
改
革
案
を
ま
と
め
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
 
（
政
権
公
約
）
 
に
盛
り
込
 
 

ん
だ
。
私
た
ち
は
厚
生
、
共
済
、
両
年
金
制
度
を
統
合
す
る
被
用
者
年
 
 

金
一
元
化
法
案
を
昨
年
の
国
会
に
提
出
し
、
継
続
審
議
扱
い
と
な
っ
て
 
 

い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
民
主
党
案
で
は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
自
営
 
 

業
者
な
ど
を
含
め
、
全
て
の
職
業
の
人
々
が
同
じ
制
度
に
加
わ
る
こ
と
 
 

を
主
張
し
て
い
る
。
 
 
 

私
た
ち
は
、
国
民
年
金
ま
で
含
め
美
年
金
一
元
化
を
否
定
し
て
い
る
 
 

わ
け
で
は
な
い
。
現
実
問
題
と
し
て
 
「
ク
ロ
ヨ
ン
」
と
か
 
「
ト
ウ
ゴ
ウ
 
 

サ
ン
」
と
言
わ
れ
る
自
営
業
者
の
所
得
捕
捉
が
困
難
な
以
上
、
ま
ず
、
 
 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
被
用
者
年
金
の
一
元
化
を
先
行
さ
せ
る
と
の
現
実
的
 
 

な
対
応
に
基
づ
く
も
の
だ
。
そ
れ
で
な
く
て
も
年
金
の
「
官
民
格
差
」
 
 

と
し
て
、
長
い
間
、
共
済
年
金
は
民
間
か
ら
怨
嵯
の
的
と
な
っ
て
い
 
 

た
。
今
回
の
一
元
化
法
案
で
よ
う
や
く
三
階
部
分
の
職
域
加
算
部
分
を
 
 

含
め
て
官
民
格
差
が
解
消
き
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

民
主
党
実
は
、
最
低
保
障
年
金
と
報
酬
比
例
年
金
の
併
用
制
と
な
っ
 
 

て
い
る
。
昨
年
の
参
議
院
選
挙
で
は
現
行
の
消
費
税
率
五
パ
ー
セ
ン
ト
 
 

を
一
切
引
き
上
げ
な
い
で
全
て
年
金
に
特
化
す
る
。
そ
の
一
方
で
六
十
 
 

五
歳
以
上
の
高
齢
者
に
対
し
て
は
、
現
行
の
基
礎
年
金
六
万
六
千
円
を
 
 

給
付
す
る
と
い
う
、
何
か
手
品
ま
が
い
の
よ
う
な
考
え
方
を
打
ち
出
し
 
 

た
。
 
 
 

し
か
し
現
行
の
消
費
税
率
を
全
て
年
金
に
特
化
し
た
と
し
て
も
、
確
 
 

保
出
来
る
財
源
は
約
十
三
兆
二
千
億
円
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
六
十
五
 
 

歳
以
上
の
高
齢
者
に
現
行
基
礎
年
金
水
準
の
六
万
六
千
円
を
支
給
す
る
 
 

と
す
れ
ば
、
総
額
二
十
二
兆
三
千
億
円
が
必
要
で
あ
る
。
ど
う
見
て
も
 
 

九
兆
円
不
足
す
る
。
こ
れ
ま
た
総
選
挙
を
意
識
し
て
の
〝
消
費
税
障
 
 

ち
な
み
に
現
行
消
費
税
率
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
対
応
す
る
税
収
の
う
 
 

ち
、
国
の
税
収
が
平
成
二
十
年
度
見
込
み
で
約
七
兆
五
千
億
円
で
あ
る
 
 

こ
と
か
ら
換
算
す
る
と
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
に
一
律
六
万
六
千
 
 

円
を
支
給
す
る
と
な
る
と
、
消
費
税
率
は
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
引
き
 
 

上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
来
年
度
中
に
年
金
の
国
庫
負
担
分
を
現
行
 
 

の
三
六
・
車
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
分
の
一
（
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
 
に
引
 
 

き
上
げ
る
こ
と
が
す
で
に
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
二
兆
五
 
 

千
億
円
の
財
源
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

私
は
、
当
面
解
決
す
べ
き
こ
と
は
年
金
の
国
庫
負
担
を
二
分
の
一
に
 
 

引
き
上
げ
、
将
来
と
も
安
定
し
た
持
続
可
能
な
制
度
を
一
日
も
早
く
実
 
 

現
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
も
う
机
上
の
論
争
は
や
め
よ
う
。
消
費
税
 
 

を
一
切
引
き
上
げ
な
い
で
予
算
の
無
駄
遣
い
を
徹
底
的
に
削
減
す
る
こ
 
 

と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
な
ど
、
お
よ
そ
現
実
離
れ
し
た
こ
と
を
主
張
し
 
 

て
も
詣
は
進
ま
な
い
。
年
金
を
政
争
の
具
に
使
う
の
は
国
民
に
と
っ
て
 
 

も
、
国
家
に
と
っ
て
も
不
幸
な
こ
と
だ
。
 
 
 

税
方
式
が
も
た
ら
す
半
世
紀
以
上
の
混
乱
 
 

年
金
財
源
を
、
仮
に
全
額
税
方
式
に
移
行
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
 
 

で
保
険
料
を
払
っ
た
人
と
保
険
料
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
人
を
そ
れ
ぞ
 
 

れ
ど
う
扱
う
か
と
い
う
避
け
ら
れ
な
い
大
問
題
が
あ
る
。
税
方
式
論
者
 
 

は
、
こ
れ
ま
で
保
険
料
を
払
っ
て
き
た
人
に
は
満
額
を
支
給
す
る
が
、
 
 

こ
れ
ま
で
保
険
料
を
払
わ
な
か
っ
た
人
に
つ
い
て
は
、
未
納
期
間
に
応
 
 

じ
て
年
金
額
を
減
額
す
れ
ば
よ
い
と
、
い
と
も
簡
単
に
言
う
が
、
果
た
 
 

し
て
そ
れ
は
そ
ん
な
に
簡
単
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
 
 

年金財源「税方式」は百害あって一利なし   



急
速
に
進
む
少
子
・
高
齢
化
の
中
で
、
現
行
制
度
の
ま
ま
で
は
自
分
 
 

た
ち
の
年
金
が
も
ら
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
か
ら
、
 
 

税
方
式
に
魅
力
を
感
じ
る
人
も
少
な
く
な
い
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
 
 

税
で
あ
れ
保
険
料
で
あ
れ
、
国
民
の
負
担
に
変
わ
り
は
な
い
。
高
齢
化
 
 

が
進
み
、
年
金
受
給
者
が
増
え
れ
ば
、
そ
の
分
何
ら
か
の
形
で
誰
か
が
 
 

負
担
し
な
け
れ
ば
年
金
給
付
は
で
き
な
い
。
高
齢
者
の
生
活
も
成
り
立
 
 

た
な
い
。
税
方
式
に
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
決
し
で
世
代
間
の
不
公
平
 
 

が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
 
 
 

税
と
い
う
一
つ
の
財
源
だ
け
に
絞
っ
て
年
金
制
度
を
考
え
て
よ
い
の
 
 

だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
消
費
税
が
全
て
の
世
代
が
広
く
負
担
す
る
税
だ
 
 

か
ら
と
い
っ
て
、
何
で
も
か
ん
で
も
消
費
税
で
と
い
う
こ
と
止
す
れ
ば
 
 

安
心
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
税
、
保
険
料
そ
れ
ぞ
れ
に
メ
リ
 
 

ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
．
い
。
 
 

「
社
会
保
険
方
式
」
と
言
っ
て
も
、
基
礎
年
金
に
し
て
も
介
護
保
険
に
 
 

し
て
も
、
半
分
は
税
金
を
投
入
す
る
こ
と
を
前
提
に
制
度
が
作
ら
れ
て
 
 

い
る
。
財
源
を
何
か
一
つ
に
絞
る
の
で
は
な
く
、
現
役
世
代
が
稼
ぎ
出
 
 

し
た
所
得
の
一
部
を
納
め
る
「
保
険
料
」
、
高
齢
者
も
含
め
て
あ
ら
ゆ
 
 

る
世
代
が
幅
広
く
負
担
す
る
 
「
税
金
」
、
資
産
を
分
散
投
資
し
て
得
ら
 
 

れ
る
 
「
積
立
金
か
ら
の
収
入
」
 
の
三
者
を
総
動
員
し
、
こ
の
三
本
の
柱
 
 

で
、
厳
し
い
少
子
・
高
齢
化
を
乗
り
切
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 
 

ヽ
一
〇
 
 

－
∨
 
 未

納
間
邁
の
解
決
策
 
 

税
方
式
論
者
が
指
摘
す
る
現
行
制
度
の
最
大
の
弱
点
は
保
険
料
の
未
 
 

現
行
制
度
の
加
入
期
間
四
十
年
、
平
均
的
な
年
金
の
受
給
期
間
が
二
 
 

十
年
程
度
と
考
え
て
も
、
税
方
式
の
新
し
い
仕
組
み
に
完
全
移
行
す
る
 
 

世
代
は
、
現
在
ま
だ
加
入
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
十
代
の
若
者
以
降
で
 
 

あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
六
十
年
以
上
も
の
年
月
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

そ
の
間
、
す
で
に
保
険
料
を
払
っ
た
年
金
受
給
者
は
さ
ら
に
年
金
給
付
 
 

の
た
め
の
消
費
税
の
負
担
を
求
め
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
二
重
負
担
」
 
 

が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
現
役
時
代
に
保
険
料
を
払
わ
ず
に
無
年
 
 

金
と
な
っ
た
高
齢
者
が
、
亡
く
な
る
ま
で
年
金
は
も
ら
え
な
い
の
に
年
 
 

金
給
付
の
た
め
の
消
費
税
を
払
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
 
 

へ
の
不
満
を
抱
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
、
こ
ん
な
状
態
が
 
 

混
乱
も
な
く
半
世
紀
以
上
も
続
け
ら
れ
る
の
か
。
大
変
な
労
力
と
負
担
 
 

を
か
け
て
税
方
式
に
移
行
し
た
後
も
、
年
金
論
議
は
混
乱
す
る
こ
と
に
 
 

な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

介
護
保
険
の
保
険
料
も
、
 

の
保
険
料
も
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
 
 

年
金
制
度
は
、
医
療
や
介
護
を
含
め
た
社
会
保
障
全
体
の
要
で
あ
る
。
 
 

税
方
式
へ
の
移
行
で
こ
の
要
が
半
世
紀
以
上
も
大
混
乱
す
る
よ
う
で
 
 

は
、
医
療
や
介
護
な
ど
社
会
福
祉
は
素
っ
飛
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
 
 

か
。
 
 

消
費
税
を
年
金
だ
け
に
充
て
る
余
裕
は
な
い
 
 

民
主
党
に
限
ら
ず
、
財
界
、
メ
デ
ィ
ア
の
一
部
に
税
方
式
化
の
提
案
 
 

が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
将
来
世
代
へ
の
責
任
を
考
え
れ
ば
、
 
 

誰
も
が
、
消
費
税
の
引
き
上
げ
は
避
け
て
通
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
 
 

納
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
年
金
制
度
全
体
の
問
題
で
は
な
 
 

く
、
自
営
業
者
や
厚
生
年
金
の
適
用
を
受
け
な
い
パ
ー
ト
労
働
者
が
加
 
 

入
す
る
国
民
年
金
部
分
に
限
っ
て
生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
国
民
年
金
の
 
 

保
険
料
は
．
定
額
で
月
一
万
四
千
四
百
十
円
（
四
月
一
日
か
ら
）
、
四
十
 
 

年
間
保
険
料
を
納
め
続
け
て
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
年
金
は
定
額
 
 

で
、
現
在
月
六
万
六
千
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
負
担
は
、
低
所
得
者
 
 

や
パ
ー
ト
労
働
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
重
く
、
年
金
と
し
て
魅
力
に
 
 

欠
け
る
面
は
否
め
な
い
。
ち
な
み
に
生
活
保
護
費
は
、
都
市
部
の
一
人
 
 

暮
ら
し
の
場
合
で
は
八
万
円
を
上
回
る
自
治
体
も
あ
り
、
国
民
年
金
よ
 
 

り
も
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
。
ヱ
れ
に
は
大
部
分
の
国
民
が
違
和
感
を
 
 

持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
国
民
年
金
の
あ
り
方
と
同
時
に
生
活
保
 
 

護
の
水
準
も
含
め
て
抜
本
的
な
検
討
を
急
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

国
民
年
金
の
未
納
対
策
と
し
て
は
、
．
様
々
な
P
R
を
行
い
、
コ
ン
ビ
 
 

ニ
納
付
な
ど
で
き
る
だ
け
保
険
料
を
納
め
や
す
く
し
た
ほ
か
、
未
納
者
 
 

に
は
督
促
の
連
絡
を
入
れ
、
最
後
に
強
制
徴
収
ま
で
行
っ
て
保
険
料
収
 
 

納
に
努
め
て
は
き
た
が
、
率
直
に
言
っ
て
目
覚
ま
し
い
効
果
を
上
げ
て
 
 

き
た
と
は
言
い
難
い
。
や
は
り
こ
こ
は
、
国
民
年
金
の
在
り
方
に
つ
い
 
 

て
検
討
し
、
制
度
的
な
対
応
を
考
え
な
け
れ
ば
、
問
題
は
解
決
し
な
 
 
 

ヽ
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本
来
、
国
民
年
金
は
、
自
ら
事
業
を
営
む
農
業
者
や
自
営
業
者
の
た
 
 

め
に
作
ら
れ
た
仕
組
み
だ
が
、
現
在
で
は
、
本
来
は
厚
生
年
金
の
適
用
 
 

が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
パ
ー
ト
労
働
者
な
ど
い
わ
ゆ
る
非
正
規
雇
 
 

用
者
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
実
は
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
の
未
 
 

納
率
が
高
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

現
在
、
国
会
で
継
続
審
議
に
な
っ
て
い
る
被
用
者
年
金
一
元
化
法
案
 
 

し
か
し
、
実
際
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
れ
ば
国
民
の
強
い
反
発
も
予
 
 

想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
国
民
の
最
も
関
心
の
強
い
年
金
の
た
め
と
い
え
ば
 
 

国
民
も
納
得
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
か
ら
、
消
費
税
 
 

の
引
き
上
げ
と
年
金
の
税
方
式
化
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
 
 
 

し
か
し
、
少
子
・
高
齢
化
に
よ
っ
て
負
担
が
増
大
す
る
の
は
年
金
だ
 
 

け
で
は
な
い
。
平
成
二
十
年
度
の
一
般
会
計
予
算
で
は
、
国
の
負
担
分
 
 

は
、
医
療
八
兆
五
千
億
円
、
年
金
七
兆
四
千
億
円
、
介
護
一
兆
九
千
億
 
 

円
、
そ
れ
に
生
活
保
護
も
一
兆
円
近
く
に
達
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
社
 
 

会
保
障
の
将
来
見
通
し
に
よ
れ
ば
、
今
後
二
十
年
間
に
必
要
と
な
る
費
 
 

用
の
伸
び
は
、
医
療
や
介
護
の
方
が
年
金
よ
り
も
大
き
い
の
で
あ
る
。
 
 

レ
か
も
、
介
護
保
険
改
革
、
医
療
制
度
改
革
が
相
次
い
で
実
施
さ
れ
る
 
 

中
、
医
療
や
介
護
の
現
場
は
青
息
吐
息
で
あ
る
。
医
師
不
足
な
ど
に
よ
 
 

る
〝
医
療
崩
壊
″
、
介
護
職
員
の
現
場
離
れ
な
ど
深
刻
な
問
題
が
山
積
 
 

し
て
い
る
。
新
た
な
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦
な
ど
少
子
化
対
策
も
手
を
打
 
 

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

わ
が
国
の
債
務
殊
高
は
年
々
増
え
る
一
方
で
、
今
や
国
・
地
方
合
わ
 
 

せ
て
七
百
七
十
兆
円
と
、
G
D
P
（
国
内
総
生
産
）
の
一
・
五
倍
に
も
 
 

及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
先
進
諸
国
の
中
で
最
悪
の
財
政
状
況
で
あ
 
 

り
、
他
か
ら
財
源
を
回
し
て
く
る
余
裕
な
ど
、
と
て
も
な
い
。
こ
れ
で
 
 

消
費
税
を
す
べ
て
年
金
に
注
ぎ
込
ん
で
し
ま
っ
た
ら
医
療
や
介
護
は
ど
 
 

う
な
る
の
か
。
私
は
、
消
費
税
は
、
年
金
国
庫
負
担
の
二
分
の
一
へ
の
 
 

引
き
上
げ
を
含
め
て
、
こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
の
立
て
直
し
に
充
当
 
 

す
る
こ
と
に
し
、
年
金
、
医
療
、
介
護
、
さ
ら
に
は
強
化
が
求
め
ら
れ
 
 

て
い
る
少
子
化
対
策
も
含
め
て
、
社
会
保
障
全
体
を
支
え
る
も
の
と
し
 
 

て
考
え
な
け
れ
ば
社
会
保
障
は
維
持
で
き
な
い
と
考
え
る
。
 
 

年金財源「税方式」は百害あって一利なし   



実
は
、
日
本
で
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
つ
い
最
近
ま
で
あ
っ
た
。
 
 

「
福
祉
元
年
」
と
言
わ
れ
た
昭
和
四
十
八
年
に
先
立
つ
四
年
前
、
美
濃
 
 

部
亮
吉
東
京
都
知
事
は
老
人
医
療
の
無
料
化
に
踏
み
切
っ
た
。
こ
れ
に
 
 

ほ
ぼ
全
国
の
自
治
体
が
一
斉
に
追
従
し
た
。
お
年
寄
り
は
体
が
弱
っ
て
 
 

き
て
お
気
の
毒
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
最
大
の
理
由
で
あ
り
、
当
時
 
 

の
マ
ス
コ
ミ
は
 
「
福
祉
の
美
濃
部
」
と
も
て
轍
し
た
。
こ
の
流
れ
の
 
 

中
、
四
年
後
に
は
、
国
ま
で
も
が
老
人
医
療
費
を
無
料
化
し
た
。
病
院
 
 

は
や
が
て
お
年
寄
り
で
溢
れ
か
え
り
 
〝
サ
ロ
ン
″
化
し
た
。
そ
の
頃
 
 

こ
ん
な
ジ
ョ
ー
ク
が
ま
こ
と
し
や
か
に
語
ら
れ
た
。
「
今
日
は
、
あ
の
 
 

お
じ
い
さ
ん
の
顔
が
み
え
な
い
け
ど
、
ど
こ
か
体
調
で
も
悪
い
の
か
 
 

な
」
。
わ
ず
か
五
年
間
で
七
十
歳
以
上
の
受
診
率
が
倍
近
く
に
跳
ね
上
 
 

が
っ
た
の
だ
。
 
 
 

あ
れ
か
ら
三
十
五
年
の
歳
月
が
経
つ
。
今
や
医
療
費
は
年
間
三
十
二
 
 

兆
円
に
及
び
、
そ
の
う
ち
七
十
歳
以
上
の
高
齢
者
が
三
分
の
一
以
上
を
 
 

占
め
る
。
こ
れ
ら
の
費
用
の
大
部
分
は
若
年
世
代
の
負
担
に
よ
る
こ
と
 
 

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
一
方
、
少
子
二
馬
齢
社
会
が
忍
び
寄
っ
て
 
 

き
た
。
公
費
や
若
年
世
代
の
負
担
も
も
は
や
限
界
だ
。
昭
和
五
十
八
年
 
 

か
ら
老
人
医
療
費
は
再
び
有
料
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

税
方
式
論
者
の
最
大
の
根
拠
は
、
未
納
・
未
加
入
の
解
消
に
あ
る
。
 
 

「
保
険
料
を
払
わ
な
い
人
た
ち
は
年
金
を
貰
え
ず
に
気
の
毒
だ
か
ら
」
 
 

と
い
う
わ
け
だ
が
、
私
は
今
の
税
方
式
推
進
ム
ー
ド
は
〝
い
つ
か
来
た
 
 

道
″
で
は
な
い
か
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
政
治
の
基
本
は
現
実
の
課
 
 

題
を
い
か
に
混
乱
な
く
解
決
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
 
 

て
、
そ
の
解
決
が
真
に
国
民
生
活
を
守
り
、
向
上
を
図
る
こ
と
に
つ
な
 
 

が
ら
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

の
中
で
は
、
厚
生
年
金
の
適
用
範
囲
を
現
行
の
週
三
十
時
間
か
ら
雇
用
 
 

保
険
並
み
に
過
二
十
時
間
に
引
き
下
げ
、
正
規
社
員
に
近
い
パ
ー
ト
労
 
 

働
者
に
拡
大
す
る
と
い
う
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
 
 

て
新
た
に
厚
生
年
金
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
パ
ー
ト
労
働
者
は
 
 

十
万
～
二
十
万
人
程
度
と
予
想
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
こ
れ
を
突
破
口
 
 

と
し
て
、
さ
ら
に
非
正
規
雇
用
者
に
厚
生
年
金
の
適
用
を
も
っ
と
拡
大
 
 

さ
せ
て
い
く
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
 
 
 

し
か
し
、
現
実
に
は
、
就
業
時
間
が
極
め
て
短
い
こ
と
な
ど
か
ら
厚
 
 

生
年
金
が
適
用
さ
れ
な
い
労
働
者
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
 
 

は
、
こ
の
際
、
所
得
税
や
住
民
税
と
同
様
に
、
企
業
が
国
民
年
金
の
保
 
 

険
料
を
代
行
し
て
徴
収
す
る
よ
う
に
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
う
す
 
 

る
と
、
残
る
の
は
自
ら
事
業
を
営
む
本
当
の
意
味
で
の
自
営
業
者
を
ど
 
 

う
す
る
か
と
い
う
問
題
に
絞
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
 
 
 

現
在
、
国
民
年
金
で
は
低
所
得
者
を
対
象
に
、
全
額
、
四
分
の
三
、
 
 

二
分
の
一
、
四
分
の
一
の
四
段
階
で
保
険
料
の
免
除
制
度
が
と
ら
れ
て
 
 

い
る
が
、
本
人
の
所
得
が
ど
ん
な
に
低
く
て
も
、
申
請
が
な
け
れ
ば
一
 
 

律
の
一
万
四
千
四
百
十
円
の
保
険
料
が
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
厚
 
 

生
年
金
で
は
所
得
が
低
け
れ
は
最
初
か
ら
低
い
保
険
料
が
自
動
的
に
設
 
 

定
さ
れ
る
の
と
比
べ
て
か
な
り
不
親
切
だ
。
社
会
保
険
事
務
所
と
市
町
 
 

村
で
の
所
得
情
報
の
や
り
と
り
を
通
し
て
、
低
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
 
 

い
ち
い
ち
申
請
を
し
て
も
ら
っ
て
免
除
す
る
の
で
ね
な
く
て
、
最
初
か
 
 

ら
所
得
に
応
じ
た
無
理
の
な
い
保
険
料
を
納
め
て
も
ら
う
方
式
に
変
え
 
 

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
れ
を
も
っ
と
進
め
れ
ば
、
国
民
年
金
加
入
者
も
厚
生
年
金
加
入
者
 
 

の
よ
う
に
、
所
得
の
高
低
に
応
じ
た
保
険
料
を
納
め
、
給
付
も
負
担
に
 
 

わ
が
国
の
人
口
一
億
二
千
八
百
万
人
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
 
 

者
は
二
千
六
百
万
人
を
数
え
、
そ
の
割
合
は
す
で
に
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
 
 

を
超
え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
わ
が
国
は
高
齢
化
で
世
界
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
 
 

ナ
ー
を
走
り
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
高
齢
社
会
を
乗
り
切
る
た
め
 
 

に
ま
ず
「
自
立
」
が
あ
り
、
共
に
支
え
る
「
連
帯
」
が
あ
り
、
最
後
に
 
 

「
税
」
に
よ
る
「
公
助
」
が
あ
る
。
先
進
諸
国
の
中
で
公
的
年
金
制
度
 
 

が
税
方
式
だ
け
と
い
う
国
は
、
移
民
国
家
と
い
う
歴
史
的
経
緯
を
持
つ
 
 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
 
（
人
口
約
四
百
万
人
）
な
ど
ご
く
一
部
の
国
に
限
 
 

ら
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
主
要
国
は
す
べ
 
 

て
社
会
保
険
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
 
 
 

い
き
な
り
「
公
助
」
が
飛
び
出
し
た
税
方
式
の
論
議
は
、
こ
の
国
の
 
 

社
会
保
障
の
根
幹
が
社
会
保
険
方
式
の
下
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
 
 

実
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
お
り
、
そ
れ
に
舵
を
切
る
こ
と
は
崩
壊
へ
の
 
 

一
途
を
辿
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
か
つ
て
救
貧
対
策
で
ス
タ
ー
ト
 
 

し
た
わ
が
国
の
社
会
保
障
は
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
も
一
部
の
高
齢
者
や
 
 

低
所
得
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
自
立
」
と
「
社
会
連
帯
」
を
 
 

基
本
に
国
民
皆
保
険
・
皆
年
金
体
制
に
よ
っ
て
、
全
て
の
国
民
が
保
険
 
 

料
を
納
め
て
制
度
を
支
え
、
ま
た
税
も
投
入
し
て
、
年
金
・
医
療
・
介
 
 

護
と
い
う
基
本
的
な
給
付
を
誰
も
が
受
け
ら
れ
る
形
を
作
り
上
げ
て
き
 
 

た
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
世
界
一
の
平
均
寿
命
と
世
界
 
 

一
低
い
乳
児
死
亡
率
を
達
成
し
、
わ
が
国
の
社
会
保
障
の
パ
フ
ォ
ー
マ
 
 

ン
ス
は
世
界
的
に
高
く
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
わ
が
国
の
社
会
保
障
 
 

は
、
発
展
途
上
の
国
々
か
ら
見
れ
ば
、
ま
さ
に
「
坂
の
上
の
雲
」
で
あ
 
 

る
。
も
っ
と
自
信
と
誇
り
を
持
と
う
で
は
な
い
か
。
 
 

応
じ
て
支
給
さ
れ
る
方
式
に
で
き
る
は
ず
だ
。
所
得
の
あ
る
自
営
業
者
 
 

に
は
今
の
低
所
得
者
と
同
じ
よ
う
に
、
例
え
ば
四
段
階
の
保
険
料
を
逆
 
 

に
上
乗
せ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
厚
生
年
金
に
よ
り
近
づ
け
る
と
か
、
 
 

所
得
把
握
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
前
程
に
こ
う
し
た
高
所
得
の
自
営
業
 
 

者
に
は
厚
生
年
金
の
〝
特
別
適
用
″
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
 
 

の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
に
は
納
税
者
番
号
制
度
な
ど
公
平
な
所
得
把
 
 

握
の
た
め
の
条
件
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
通
っ
 
 

て
企
業
の
負
担
が
な
い
の
で
、
保
険
料
が
高
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
な
 
 

工
夫
も
必
要
と
な
る
。
こ
れ
が
実
現
す
れ
ば
、
現
行
の
国
民
年
金
の
保
 
 

険
料
も
一
つ
の
〝
目
安
″
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
一
つ
一
つ
 
 

工
夫
し
て
い
け
ば
、
何
も
税
方
式
化
し
な
く
て
も
保
険
料
未
納
問
題
の
 
 

大
部
分
は
解
決
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
福
祉
の
美
濃
部
」
の
教
訓
 
 

今
回
の
年
金
財
源
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
高
齢
社
会
に
 
 

お
け
る
老
後
生
活
の
安
定
の
た
め
に
、
国
が
ど
こ
ま
で
支
援
で
き
る
 
 

か
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
レ
て
の
年
金
の
役
割
と
は
何
か
と
い
っ
 
 

キ
国
の
〝
か
た
ち
〟
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
課
題
で
も
あ
る
。
か
つ
 
 

て
ロ
ー
マ
帝
国
の
あ
る
皇
帝
は
市
民
に
パ
ン
を
ふ
ん
だ
ん
に
タ
グ
で
配
 
 

給
し
、
週
末
に
な
る
と
市
民
た
ち
は
決
ま
っ
て
サ
ー
カ
ス
に
興
じ
た
と
 
 

い
う
。
当
時
は
大
変
な
名
君
と
言
わ
れ
市
民
の
人
気
も
高
か
っ
た
が
、
 
 

や
が
て
市
民
は
働
か
な
く
な
り
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
滅
亡
へ
の
道
筋
を
辿
 
 

っ
た
。
 
 

・
 
 
∵
t
へ
こ
 
 

年金財源「税方式」は百害あって一利なし   
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「
 
i
 
 

制
度
改
革
研
究
会
（
以
下
、
日
経
研
究
会
）
」
 
 

が
、
消
費
税
を
財
源
と
す
る
基
礎
年
金
の
 
 

全
額
税
方
式
化
構
想
を
提
案
。
基
礎
年
金
 
 

の
税
方
式
化
に
つ
い
て
の
初
の
具
体
的
な
 
 

提
案
と
し
て
注
目
さ
れ
、
賛
同
が
広
が
っ
 
 

ま
え
て
、
日
経
研
究
会
集
を
評
価
し
て
み
 
 

よ
う
。
同
案
は
、
税
方
式
導
入
に
よ
る
現
 
 

行
方
式
の
改
善
点
は
、
①
保
険
料
未
納
問
 
 

題
の
解
消
、
③
専
業
主
婦
と
高
齢
者
に
よ
 
 

る
負
担
の
公
平
性
の
確
保
、
③
保
険
料
が
 
 

定
額
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
国
民
年
金
の
逆
 
 

進
性
の
克
服
、
④
国
の
徴
収
機
関
の
効
率
 
 

性
の
改
善
、
の
4
点
で
あ
る
と
い
う
。
 
 

日
経
研
究
会
実
に
 
 
 

欠
け
て
い
る
も
の
 
 

①
に
つ
い
て
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
 
 

保
険
料
の
な
い
税
方
式
で
は
、
未
納
は
起
 
 

き
な
い
。
だ
が
、
先
に
結
論
を
い
え
ば
、
 
 

こ
れ
が
税
方
式
の
唯
一
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
 
 

る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
点
に
つ
い
て
 
 

は
、
同
案
に
は
い
く
つ
か
問
題
が
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
同
案
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
空
 
 

洞
化
の
状
況
は
正
確
さ
を
欠
く
。
国
民
年
 
 

金
加
入
者
の
3
4
％
が
未
納
で
あ
る
と
し
て
 
 

い
る
が
、
国
民
年
金
加
入
者
の
う
ち
、
厚
 
 

生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
 
 

な
ど
2
号
被
保
険
者
（
約
3
7
0
0
万
人
）
 
 

は
全
貞
が
、
自
動
的
に
国
民
年
金
保
険
料
 
 

相
当
分
を
支
払
っ
て
い
る
。
そ
の
配
偶
者
 
 

で
あ
る
3
号
被
保
険
者
（
約
1
1
0
0
万
 
 

人
）
も
同
様
で
あ
る
。
国
民
年
金
・
基
礎
 
 

年
金
全
体
に
対
す
る
未
納
率
は
1
1
％
程
度
 

で
あ
る
。
 
 
 

付
け
加
え
る
と
、
年
金
空
洞
化
の
直
接
 
 

原
因
は
、
非
正
規
労
働
者
の
増
加
に
よ
っ
 
 

て
厚
生
年
金
の
加
入
者
が
減
少
し
た
こ
と
 
 

で
あ
る
。
非
正
親
労
働
者
に
厚
生
年
金
を
 
 

田
康
夫
政
権
に
よ
る
年
金
改
 
 

革
論
議
の
本
格
化
を
前
に
、
 
 

日
本
経
済
新
聞
社
の
「
年
金
 
 

適
用
す
れ
ば
、
未
納
を
少
な
く
す
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
 
 
 

国
民
年
金
の
税
方
式
の
論
拠
は
、
現
在
 
 

の
個
人
単
位
・
満
額
6
・
6
万
円
程
度
の
 
 

基
礎
年
金
を
全
員
に
給
付
し
な
け
れ
ば
い
 
 

け
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
が
、
 
 

こ
の
仕
組
み
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
る
の
 
 

だ
そ
つ
か
。
年
金
は
所
得
保
障
制
度
の
1
 
 

類
型
で
あ
っ
て
、
給
付
水
準
が
中
途
半
端
 
 

な
現
行
の
基
礎
年
金
維
持
に
こ
だ
わ
る
必
 
 

要
は
な
い
。
国
民
年
金
を
廃
止
し
て
、
最
 
 

低
所
得
保
障
制
度
に
切
り
替
え
る
と
い
う
 
 

選
択
肢
は
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
制
度
の
移
行
期
に
お
い
て
、
こ
 
 

れ
ま
で
の
年
金
保
険
料
の
納
付
実
績
を
反
 
 

映
さ
せ
る
と
い
う
同
乗
で
は
、
現
に
貧
困
 
 

に
苦
し
ん
で
い
る
高
齢
者
は
救
え
ず
、
消
 
 

費
税
率
引
き
上
げ
分
だ
け
、
こ
れ
ら
の
 
 

人
々
の
生
活
は
圧
迫
さ
れ
る
こ
と
に
な
 
 

る
。
 
 
 

②
の
負
坦
の
公
平
性
に
つ
い
て
は
、
専
 
 

業
主
婦
（
3
号
被
保
険
者
）
と
高
齢
者
に
 
 

分
け
て
み
て
み
よ
う
。
 
 
 

3
号
被
保
険
者
に
は
、
一
定
額
以
下
の
 
 

収
入
の
あ
る
パ
ー
ト
主
婦
と
、
完
全
王
婦
 
 

の
2
種
類
が
存
在
す
る
。
パ
ー
ト
主
婦
に
 
 

っ
い
て
は
、
バ
ー
ト
に
厚
生
年
金
を
適
用
 
 

す
れ
ば
問
題
は
片
付
く
。
3
号
の
保
険
料
 
 

は
、
現
行
制
度
で
は
、
厚
生
年
金
加
入
者
 
 

全
体
が
所
得
比
例
負
担
に
よ
っ
て
賄
っ
て
 
 

い
る
。
所
得
の
高
い
人
ほ
ど
、
国
民
年
金
 
 

保
険
料
相
当
分
を
多
く
負
通
し
て
い
る
。
 
 

完
全
主
婦
は
夫
が
高
所
得
者
の
世
帯
に
多
 
 

て
い
る
よ
う
だ
。
本
稿
で
は
、
同
案
の
評
 
 

価
を
行
う
と
と
も
に
、
望
ま
し
い
年
金
改
 
 

革
案
を
掟
案
し
た
い
。
 
 

押
さ
え
て
お
く
べ
き
 
 
 

年
金
改
革
の
基
本
 
 

保
険
料
未
納
に
よ
る
年
金
空
洞
化
や
 
 

「
消
え
た
年
金
」
問
題
な
ど
に
よ
っ
て
、
国
 
 

「基礎年金全額税方式化」の  

多すぎる問題点  
基礎年金を全額消費税で賄おうという年金改革案が注目を集めているが、筆者は、  
この案には問題点が多すぎるという。  

こまむらこうへい  
駒村 康平（慶応義塾大粕漬学部数授）  

民
の
年
金
不
安
は
頂
点
に
達
し
た
。
そ
の
 
 

不
安
が
、
全
く
の
新
制
度
導
入
へ
の
評
価
 
 

に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
 
 

年
金
制
度
改
革
は
、
白
地
に
絵
を
描
く
も
 
 

の
で
は
な
い
。
現
に
年
金
を
受
給
し
て
い
 
 

る
人
に
そ
の
継
続
を
保
障
し
っ
つ
、
こ
れ
 
 

ま
で
の
納
付
実
技
と
整
合
性
の
と
れ
る
制
 
 

度
に
尊
く
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
社
会
保
険
庁
の
不
祥
事
に
代
表
 
 

さ
れ
る
組
織
道
営
の
問
題
と
、
年
金
制
度
 
 

改
革
は
分
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

社
会
保
険
庁
の
腐
敗
ぶ
り
は
言
語
道
断
で
 
 

あ
る
が
、
年
金
記
録
の
間
違
い
や
消
滅
が
 
 

起
き
た
理
由
は
、
年
金
記
録
を
国
民
と
政
 
 

府
が
共
有
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
 
 

国
民
が
い
つ
で
も
自
分
の
年
金
記
録
を
見
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
社
会
保
障
カ
ー
ド
な
ど
 
 

の
導
入
が
実
現
す
れ
ば
、
記
録
問
題
は
再
 
 

発
し
な
い
。
 
 
 

さ
ら
に
、
年
金
利
度
改
革
は
、
制
度
の
 
 

デ
ザ
イ
ン
と
、
年
金
財
政
の
安
定
性
の
確
 
 

保
と
い
う
2
つ
の
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
 
 

べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

前
者
は
、
例
え
ば
職
業
な
ど
に
よ
っ
て
 
 

年
金
を
別
々
に
す
べ
き
か
、
基
礎
的
保
障
 
 

と
賃
金
比
例
保
障
の
2
階
建
て
方
式
に
す
 
 

べ
き
か
、
あ
る
い
は
基
礎
的
保
障
部
分
だ
 
 

け
、
賃
金
比
例
保
障
だ
け
に
す
べ
き
か
な
 
 

ど
、
年
金
制
度
の
デ
ザ
イ
ン
に
か
か
わ
る
 
 

問
題
で
あ
る
。
後
者
は
、
高
齢
化
が
加
速
 
 

す
る
な
か
、
給
付
と
負
担
を
ど
の
よ
う
に
 
 

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

で
き
た
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

日
経
研
究
会
案
で
は
、
 
 

受
給
世
代
に
今
か
ら
保
険
 
 

料
を
払
わ
せ
る
こ
と
は
で
 
 

き
な
い
た
め
、
彼
ら
が
得
 
 

を
し
た
分
を
取
り
戻
す
方
 
 

法
と
し
て
消
費
税
を
負
担
 
 

さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
し
 
 

か
し
、
こ
れ
は
年
金
受
給
 
 

額
の
一
律
引
き
下
げ
と
同
 
 

じ
だ
。
若
い
世
代
の
負
担
 
 

を
さ
ら
に
増
や
す
こ
と
な
 
 

く
年
金
財
政
の
持
続
可
能
 
 

性
を
確
保
す
る
に
は
、
支
 
 

給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
 
 

や
、
高
額
年
金
受
給
者
に
 
 

い
た
め
、
世
帯
単
位
で
み
れ
ば
、
現
行
制
 
 

度
で
も
完
全
主
婦
は
間
接
的
に
保
険
料
を
 
 

負
担
し
て
い
る
と
い
え
る
。
 
 
 

高
齢
者
の
負
担
の
公
平
性
は
、
す
な
わ
 
 

ち
世
代
間
の
公
平
性
を
ど
こ
ま
で
追
求
す
 
 

る
か
だ
。
例
え
ば
、
す
べ
て
の
世
代
に
お
 
 

い
て
、
支
払
う
保
険
料
と
受
け
取
る
年
金
 
 

の
関
係
が
均
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 
 

す
る
の
か
。
厚
生
年
金
で
は
、
同
程
度
の
 
 

年
金
額
を
受
給
す
る
の
に
、
1
9
3
5
年
 
 

生
ま
れ
と
9
5
年
生
ま
れ
と
で
は
、
生
涯
に
 
 

負
担
す
る
保
険
料
に
3
倍
の
差
が
あ
る
。
 
 

仮
に
全
世
代
か
ら
生
涯
年
収
の
1
6
％
程
度
 
 

の
保
険
料
を
徴
収
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
問
 
 

題
は
起
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
 
 

か
し
、
戦
後
の
復
興
期
な
ど
に
お
い
て
、
 
 

そ
の
よ
う
な
高
い
保
険
料
を
国
民
は
負
墟
 
 

制
度
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
明
確
な
基
 
 

準
を
も
つ
必
要
が
あ
る
。
国
際
社
会
保
障
 
 

協
会
T
S
S
A
）
は
、
年
金
制
度
の
評
 
 

価
基
準
と
し
て
、
①
年
金
財
政
の
長
期
持
 
 

続
可
能
性
、
③
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
働
き
 
 

方
の
変
化
に
対
す
る
対
応
力
、
③
適
切
な
 
 

給
付
水
準
の
確
保
、
の
3
つ
を
示
し
て
お
 
 

り
、
諸
外
国
の
年
金
改
革
は
、
こ
う
し
た
 
 

基
準
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
 
 

の
年
金
制
皮
は
、
こ
の
3
つ
の
基
準
の
い
 
 

ず
れ
に
お
い
て
も
不
十
分
で
あ
る
。
 
 
 

①
の
持
続
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
2
0
 
 

0
4
年
年
金
改
革
で
大
幅
に
改
善
し
た
。
 
 

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
と
い
う
手
法
を
使
 
 

っ
て
、
年
金
の
給
付
水
準
を
1
5
％
カ
ッ
ト
 
 

し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
 
 

少
子
化
の
加
速
に
よ
り
、
財
政
見
通
し
は
 
 

再
び
悪
化
。
さ
ら
な
る
給
付
カ
ッ
ト
が
必
 
 

要
に
な
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
 
 
 

②
の
変
化
へ
の
対
応
力
に
つ
い
て
．
は
、
 
 

育
児
休
来
期
間
中
の
厚
生
年
金
保
険
料
免
 
 

除
な
ど
が
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
非
正
規
 
 

労
働
者
の
増
加
に
対
応
で
き
ず
、
国
民
年
 
 

金
の
空
洞
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
 
 
 

③
の
給
付
水
準
の
確
保
に
つ
い
て
も
課
 
 

題
が
多
い
。
経
済
協
力
開
発
機
構
（
O
E
 
 

C
D
）
の
年
金
国
際
比
較
に
よ
る
と
、
日
 
 

本
の
標
準
的
な
給
付
水
準
は
現
時
点
で
先
 
 

進
国
中
、
「
中
の
下
」
に
位
置
す
る
が
、
今
 
 

後
は
さ
ら
に
下
位
に
下
が
っ
て
い
く
見
通
 
 

し
だ
。
低
所
得
の
高
齢
者
が
多
い
点
も
大
 
 

き
な
課
題
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
基
本
的
な
考
え
方
を
跨
 
 

対
す
る
所
得
税
率
引
き
上
げ
の
ほ
う
が
ふ
 
 

さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

③
の
逆
進
性
の
克
服
に
つ
い
て
だ
が
、
 
 

2
号
被
保
険
者
で
あ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
 
 

ど
は
、
国
民
年
金
保
険
料
相
当
部
分
を
報
 
 

酬
比
例
で
負
担
し
て
い
る
。
厚
生
年
金
を
 
 

非
正
規
労
働
者
に
適
用
す
れ
ば
、
税
方
式
 
 

よ
り
も
負
担
感
の
小
さ
い
所
得
比
例
年
金
 
 

保
険
に
近
づ
く
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

④
の
徴
収
機
関
の
効
率
化
に
つ
い
て
 
 

は
、
国
税
庁
と
社
会
保
険
庁
の
統
合
で
実
 
 

現
可
能
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
日
経
研
究
会
案
で
税
 
 

方
式
の
メ
リ
ッ
ト
と
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
の
 
 

点
は
、
他
の
政
策
で
も
対
応
可
能
で
あ
る
 
 

一
方
、
同
案
に
は
問
題
点
が
多
い
。
 
 
 

致
命
的
な
の
は
、
甘
口
軽
新
聞
」
鵬
年
1
 
 

月
1
7
日
何
の
経
済
教
室
欄
で
、
同
研
究
会
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の
外
部
委
員
で
も
あ
る
宮
島
洋
早
稲
田
大
 
 

学
教
授
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
税
方
式
に
 
 

は
、
医
療
、
介
護
を
含
め
今
後
急
増
す
る
 
 

社
会
保
障
給
付
全
体
の
財
頂
確
保
と
い
う
 
 

視
点
が
欠
け
て
い
る
点
で
ぁ
る
。
 
 
 

ま
た
、
税
方
式
へ
の
切
り
替
え
で
浮
く
 
 

保
険
料
の
企
業
負
担
部
分
の
利
用
法
も
疑
 
 

問
で
あ
る
。
企
業
負
担
部
分
は
、
最
終
的
 
 

に
は
、
の
企
業
利
益
減
少
を
通
じ
て
投
資
 
 

家
が
負
担
し
て
い
る
、
⑦
賃
金
減
少
を
通
 
 

じ
て
労
働
者
が
負
担
し
て
い
る
、
③
価
格
 
 

転
嫁
を
通
じ
て
消
費
者
が
負
担
し
て
い
 
 

る
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
 
 

正
社
月
分
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
賃
金
 
 

か
ら
捻
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
浮
い
 
 

た
企
業
負
担
部
分
は
労
働
者
の
賃
金
引
き
 
 

上
げ
に
回
す
べ
き
で
あ
り
、
日
経
研
究
会
 
 

が
提
案
す
る
、
非
正
規
労
働
者
の
た
め
の
 
 

利
用
は
誤
り
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
日
経
研
究
会
は
基
礎
年
金
の
給
 
 

付
総
額
を
0
9
年
虔
で
約
1
9
兆
円
と
見
積
も
 
 

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
し
い
か
。
公
平
 
 

性
を
確
保
す
る
た
め
、
保
険
料
の
未
納
者
 
 

に
年
金
を
受
給
し
な
い
と
い
う
移
行
期
間
 
 

終
了
後
は
、
6
5
歳
以
上
の
全
員
が
受
給
す
 
 

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
の
給
付
総
額
は
 
 

2
0
％
程
度
増
え
る
。
 
 
 

現
在
の
基
礎
年
金
の
よ
う
に
、
マ
ク
ロ
 
 

経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
っ
て
基
礎
年
金
額
が
 
 

1
5
％
低
下
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
 
（
将
 
 

来
の
満
額
を
5
・
6
万
円
程
度
と
す
る
）
 
 
 

か
ど
、
つ
か
で
も
給
付
総
額
は
追
っ
て
く
 
 
 

る
。
現
行
の
6
・
6
万
円
を
確
保
し
、
移
 
 

行
期
間
終
了
後
の
受
給
者
増
を
も
考
慮
す
 
 

る
と
、
基
礎
年
金
に
必
要
な
財
源
は
、
そ
 
 

れ
ら
を
考
慮
し
な
い
場
合
と
比
較
し
て
最
 
 

大
1
・
5
倍
程
度
膨
れ
上
が
り
、
そ
れ
が
 
 

消
費
税
率
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

税
率
を
低
く
抑
え
る
な
ら
、
マ
ク
ロ
経
済
 
 

ス
ラ
イ
ド
の
よ
う
な
方
法
で
満
顔
年
金
額
 
 

を
5
万
～
5
・
6
万
円
程
度
ま
で
圧
縮
す
 
 

る
必
要
が
あ
る
。
消
費
税
率
を
引
き
上
げ
 
 

た
う
え
、
こ
の
程
皮
の
額
の
基
礎
年
金
を
 
 

全
高
齢
者
に
ば
ら
ま
く
こ
と
を
国
民
は
期
 
 

待
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

な
お
、
他
国
の
年
金
改
革
の
流
れ
と
比
 
 

戟
し
て
も
、
日
経
研
究
会
集
は
時
代
に
逆
 
 

行
し
て
い
る
。
例
え
ば
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ヤ
 
 

フ
イ
ン
ラ
ン
ド
は
税
方
式
に
よ
る
基
礎
年
 
 

金
を
廃
止
し
、
所
得
比
例
年
金
と
そ
れ
が
 
 

不
十
分
な
層
へ
の
最
低
保
障
年
金
に
切
り
 
 

替
え
て
い
る
。
高
齢
化
が
進
む
な
か
、
全
 
 

国
民
に
一
律
の
定
額
年
金
を
保
障
し
、
さ
 
 

ら
に
大
型
の
所
得
比
例
年
金
を
乗
せ
る
年
 
 

金
制
度
を
持
っ
て
い
る
国
は
存
在
し
な
い
。
 
 

あ
る
べ
き
姿
は
 
 
 

所
得
比
例
年
金
＋
最
低
保
障
年
金
 
 
 

高
齢
化
社
会
で
年
金
制
度
を
維
持
す
る
 
 

た
め
に
は
、
就
業
・
年
金
加
入
者
、
す
な
 
 

わ
ち
制
度
の
支
え
手
を
増
や
す
し
か
な
 
 
 

い
。
出
生
率
の
上
昇
、
支
給
開
始
年
齢
の
 
 

引
き
上
げ
、
女
性
の
就
業
率
の
引
き
上
げ
 
 

が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
望
 
 

ま
し
い
所
得
保
障
制
度
と
は
ど
う
い
っ
た
 
 

も
の
か
を
、
生
活
保
護
も
視
野
に
入
れ
、
 
 

全
体
と
し
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
は
、
現
役
世
代
に
は
就
労
を
支
援
 
 

し
、
高
齢
者
に
は
就
労
中
の
保
険
料
納
付
 
 

実
績
に
応
じ
て
年
金
を
受
給
で
き
る
仕
組
 
 

み
と
す
べ
き
で
あ
る
。
現
役
期
も
高
齢
期
 
 

も
同
じ
所
得
保
障
哲
学
で
統
一
さ
れ
る
べ
 
 

き
で
あ
っ
て
、
現
役
期
は
赦
し
い
生
活
保
 
 

護
受
給
制
限
が
あ
る
一
方
、
高
齢
者
に
な
 
 

る
と
無
条
件
で
均
一
の
年
金
が
も
ら
え
る
 
 

と
い
う
仕
組
み
は
整
合
性
が
な
い
。
高
齢
 
 

期
の
所
得
保
障
制
度
で
あ
る
年
金
は
、
所
 
 

得
比
例
年
金
保
険
を
中
心
と
す
べ
き
で
あ
 
 

り
、
そ
れ
が
十
分
で
は
な
い
人
に
限
定
し
 
 

て
、
税
を
財
源
に
し
た
最
低
保
障
年
金
を
 
 

給
付
す
れ
ば
よ
い
。
現
在
の
厚
生
年
金
を
、
 
 

負
担
も
給
付
も
所
得
比
例
の
所
得
比
例
年
 
 

金
に
切
り
替
え
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
 
 
 

現
在
の
貧
困
高
齢
者
を
救
済
す
る
た
め
 
 

に
は
、
暫
定
的
に
高
齢
者
版
の
生
括
保
護
 
 

制
度
を
導
入
し
、
景
低
保
障
年
金
に
移
行
 
 

後
に
廃
止
す
れ
ば
よ
い
。
所
得
比
例
年
金
、
 
 

つ
ま
り
現
行
の
厚
生
年
金
は
、
ま
ず
奔
正
 
 

規
労
働
者
に
適
用
拡
大
し
、
最
終
的
に
は
 
 

自
営
業
者
も
加
入
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

こ
こ
で
障
害
に
な
る
の
は
、
自
営
業
の
 
 

所
得
把
捉
の
問
題
で
あ
る
。
だ
が
調
査
に
 
 

よ
る
と
、
非
自
営
業
者
と
自
営
業
者
の
所
 
 

得
分
布
は
か
な
り
重
な
っ
て
お
り
、
最
も
 
 

遠
い
が
出
る
の
は
所
得
ゼ
ロ
付
近
で
あ
 
 

る
。
自
営
業
者
の
2
0
％
が
所
得
ゼ
ロ
近
辺
 
 

に
分
布
し
て
お
り
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
 
 

は
所
得
捕
捉
が
不
完
全
な
可
能
性
が
あ
 
 

る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
は
、
商
店
主
な
 
 ど

の
典
型
的
な
自
営
業
者
で
人
数
は
1
0
 
 

0
万
人
程
度
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
 
 

人
数
の
た
め
に
、
税
方
式
と
い
う
判
断
を
 
 

す
べ
き
で
は
な
い
。
当
面
、
こ
の
1
0
0
 
 

万
人
は
所
得
比
例
年
金
と
最
低
保
障
年
金
 
 

の
対
象
か
ら
外
し
、
生
活
保
護
だ
け
で
対
 
 

応
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
 
 
 

黄
後
の
大
型
財
源
で
あ
る
消
費
税
は
大
 
 

切
に
し
て
、
医
療
、
介
護
、
次
世
代
育
成
、
 
 

最
低
所
得
保
障
な
ど
の
た
め
に
使
う
べ
き
 
 

だ
と
考
え
る
。
 
 
 

年
金
改
革
は
、
現
在
の
高
齢
者
へ
の
年
 
 

金
保
障
を
維
持
し
な
が
ら
良
い
制
度
を
求
 
 

め
て
い
く
と
い
う
点
で
、
住
宅
の
維
持
・
 
 

補
修
に
似
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
政
府
 
 

が
想
定
し
て
い
る
外
壁
の
塗
り
替
え
程
度
 
 

で
は
す
ま
な
い
。
所
得
保
障
制
度
全
体
に
 
 

わ
た
る
大
型
の
リ
フ
ォ
ー
ム
が
必
要
で
あ
 
 

っ
て
、
年
金
改
革
は
そ
の
リ
フ
ォ
ー
ム
の
 
 

一
部
で
あ
る
。
 
 
 

ど
の
よ
う
な
り
フ
ォ
ー
ム
案
を
国
民
に
 
 

提
示
す
る
か
を
、
関
係
者
が
明
確
に
す
べ
 
 

き
時
期
が
来
て
い
る
。
日
経
研
究
会
は
、
 
 

先
頭
を
切
っ
て
具
体
的
な
叩
き
台
を
提
示
 
 

し
た
点
で
評
価
で
き
る
。
本
格
的
な
議
論
 
 

の
た
め
に
は
、
最
低
で
も
同
研
究
全
案
程
 
 

度
の
設
計
図
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
、
 
 

野
党
の
よ
う
な
「
完
成
予
定
国
」
だ
け
で
 
 

は
無
理
が
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
具
体
的
な
設
計
図
を
参
考
 
 

に
、
政
府
が
国
民
に
よ
り
良
い
制
度
を
捷
 
 

示
し
、
幅
広
い
議
論
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
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